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図１　吉村虎太郎の襯衣（肌襦袢）（前面）

図２　吉村虎太郎の襯衣（肌襦袢）（後面）



－ 2 －

　
【
種
類
】　

歴
史
資
料

　
【
沿
革
】

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
勃
発
し
た
天
誅
組
の
変
で
総
裁
を
務
め
た
吉
村
虎
太
郎
は
、
八
月
二
六
日
に
高
取
城
に
夜
襲
を
掛
け
よ
う
と
し
た
。
22
時
頃
、
薩
摩
村
（
高
取
町
）
木
の
辻
ま

で
き
た
と
き
、
警
戒
に
当
た
っ
て
い
た
高
取
藩
の
浦
野
七
兵
衛
と
出
く
わ
し
た
。
吉
村
は
浦
野
と
鑓
で
渡
り
合
い
、
後
方
で
は
十
津
川
郷
士
が
猟
銃
で
浦
野
に
狙
い
を
定
め
た
。
と
こ
ろ
が
狙

い
が
は
ず
れ
、
弾
は
吉
村
に
命
中
す
る
。
当
該
肌
襦
袢
（
図
１
・
図
２
）
は
、
そ
の
銃
創
の
手
当
の
た
め
に
重へ
い
さ
か阪
村
（
御
所
市
大
字
重
阪
）
の
庄
屋
、
西
尾
清せ

い

え

も

ん

右
衛
門
宅
に
立
ち
寄
っ
た
際
に

西
尾
家
に
残
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

吉
村
虎
太
郎
は
土
佐
国
高
岡
郡

芳よ
し
う
の

生
野
村
（
高
知
県
高
岡
郡
津
野
町
）

の
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
た
。
諱
は
重

郷
、
通
称
虎
太
郎
と
称
し
た
。
十
二

歳
で
父
の
後
を
継
い
で
各
地
の
庄
屋

を
歴
任
、
農
業
復
興
の
指
導
に
あ
た
っ

た
。
そ
の
頃
か
ら
国
学
を
学
び
尊
皇

攘
夷
思
想
を
持
つ
に
至
る
。
文
久
二

年
（
一
八
六
二
）
三
月
、
土
佐
藩
を

脱
藩
（
土
佐
藩
で
は
初
の
脱
藩
者
）

し
て
京
都
に
上
が
る
が
、
薩
摩
藩
志

士
粛
清
事
件
に
連
座
し
た
と
し
て
捕

ら
え
ら
れ
送
還
さ
れ
た
。
翌
、
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
二
月
に
赦
さ
れ

て
再
び
脱
藩
し
て
上
京
す
る
と
、
後

に
天
誅
組
の
主
将
と
な
る
公
卿
の
中

山
忠
光
ら
と
図
り
、
天
誅
組
の
結
成

に
尽
力
し
た
。

　

天
誅
組
の
変
は
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
八
月
十
七
日
の
五
條
代

官
所
討
ち
入
り
を
皮
切
り
に
、
お
よ

図３　実測用写真
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そ
四
十
日
間
に
わ
た
っ
て
大
和
南
部
の
山
間
部
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
尊
王
攘
夷
派
に
よ
る
事
変
で
あ
る
。

　

孝
明
天
皇
の
大
和
行
幸
を
迎
え
た
後
、
御
親
征
に
よ
り
幕
府
に
攘
夷
を
迫
る
と
し
て
皇
軍
御
先
鋒
出
陣
と
称
し
た
。
吉
村
は
天
誅
組
で
藤
本
鉄
石
、
松
本
奎
堂
と
と
も
に
総
裁
を
務
め
た
。

藤
本
、松
本
は
本
隊
の
中
山
を
補
佐
し
た
が
、そ
の
本
隊
は
終
始
腰
の
引
け
た
戦
闘
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
評
価
は
芳
し
く
な
い
。
一
方
で
吉
村
は
後
続
隊
を
率
い
て
常
に
最
前
線
に
立
っ

て
奮
戦
し
た
。
し
か
し
九
月
十
四
日
に
天
ノ
川
辻
本
陣
が
陥
落
し
た
の
に
続
き
、
退
却
先
の
上う
え
の
じ

野
地
村
（
共
に
十
津
川
村
）
で
は
朝
廷
か
ら
の
沙
汰
書
に
従
い
十
津
川
郷
士
が
離
脱
す
る
と
、

も
は
や
天
誅
組
は
組
織
立
っ
た
戦
闘
は
不
可
能
と
な
り
専
ら
逃
避
行
と
な
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
鷲わ
し
か家
付
近
（
東
吉
野
村
）
に
て
そ
れ

ぞ
れ
の
死
地
に
入
る
。
九
月
二
四
日
夜
、
本
隊
で
は
精
鋭
を
選
び
、
鷲
家
口
村
駐
屯
の
彦
根
藩
の
陣
中
突
破
を
試
み
た
。
中
山
の
脱
出

と
い
う
目
的
こ
そ
果
た
し
た
も
の
の
、
加
担
し
た
隊
士
は
囮
に
な
る
な
ど
し
て
ほ
ぼ
全
員
が
壮
絶
な
最
期
を
遂
げ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と

は
別
行
動
を
し
て
い
た
三
総
裁
を
は
じ
め
他
の
隊
士
も
、
翌
日
か
ら
本
格
化
し
た
山
狩
り
な
ど
に
よ
り
次
々
と
討
ち
死
す
る
か
、
も
し

く
は
捕
縛
さ
れ
た
。
吉
村
は
二
七
日
未
明
、鷲
家
村
柿
平
の
小
屋
で
潜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
注
進
さ
れ
、津
藩
兵
に
銃
撃
さ
れ
戦
死
し
た
。

享
年
二
七
歳
。
首
級
は
京
都
に
運
ば
れ
十
月
に
は
粟
田
口
で
晒
さ
れ
た
が
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
に
は
勤
王
の
志
士
と
し
て
正

四
位
を
贈
位
さ
れ
て
い
る
。

　
【
寸
法
】　

身
丈
六
八
㎝　

肩
幅
五
四
㎝

　
【
現
状
】　

半
襦
袢
（
無
袖
）　

　
【
所
有
者
】　

西
尾 

貞
範　
　
　
（
御
所
市
教
育
委
員
会 

寄
託
資
料
）

　
【
材
質
】　

本
体
＝
白
晒
麻ま

ふ布
（
図
４
）、
通
と
お
し
え
り衿
＝
木
綿
（
図
５
）、
掛か
け
え
り衿
＝
絹
（
白
衿
）（
図
６
）

　
【
構
造
】（
図
３
）

　

帷か
た
び
ら子(

単ひ
と
え）の
一
般
的
な
仕
立
て
の
半
襦
袢
で
あ
る
。
二
枚
の
麻
布
を
背
縫
い
し
て
裾
は
裁
ち
目
を
三み
つ
お
り
く
け

つ
折
絎
に
し
て
始
末
し
て
い
る
。

裾
か
ら
二
四
・
一
㎝
を
脇
縫
し
、
そ
れ
よ
り
上
部
は
身み

や

つ

く

ち

八
つ
口
と
な
る
。
身
八
つ
口
丈
は
一
三
㎝
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
袖
は
外
さ
れ

て
い
る
。
衿
は
木
綿
の
通
衿
の
上
に
白
絹
の
掛
衿
を
縫
い
つ
け
て
い
る
。

　
【
特
徴
】

　

現
状
で
は
無
袖
の
半
襦
袢
と
な
っ
て
い
る
が
、
左
前
身
頃
一
箇
所
（
縫
糸
１
、
図
７
）、
右
前
身
頃
三
箇
所
（
縫
糸
２
、
図
８
）（
縫

糸
３
，図
９
）（
縫
糸
４
、図
10
）
で
袖
の
縫
糸
が
残
っ
た
ま
ま
（
図
３
、図
７
～
10
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、元
は
広
袖
で
あ
っ

図４　本体（麻布）図５　通衿（木綿）図６　掛衿（白絹）
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た
の
を
、
敢
え
て
外
し
て
無
袖
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
面
に
は
「
盡
忠
報
國　

𡈽
浪
士　

吉
村
重
郷
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。「
盡

忠
報
國
」
に
ま
つ
わ
る
故
事
に
は
『
北
史
』
顏
之
儀
（
五
二
三
～
五
九
一
）

傳
も
あ
る
が
、『
宋
史
』
岳
飛
傳
の
、
南
宋
の
名
将 

岳
飛
（
一
一
〇
三
～

一
一
四
二
）
が
母
親
に
「
盡
忠
報
國
」
と
背
に
刺
青
を
入
れ
ら
れ
、
自
分
（
母
）

の
こ
と
は
心
配
不
要
な
の
で
、
義
勇
軍
と
し
て
出
征
す
る
よ
う
に
、
と
促
さ
れ

た
故
事
が
有
名
で
あ
る
。
次
の
「
𡈽
浪
士
」
は
「
土
佐
浪
士
」
で
、
吉
村
は
当

時
二
度
目
と
な
る
脱
藩
を
し
て
い
た
。
ま
た
、
署
名
の
「
吉
村
重
郷
」
は
吉
村

虎
太
郎
の
諱
で
あ
る
。

 

【
血
液
反
応
検
査
と
被
弾
の
箇
所
に
つ
い
て
】

　

高
取
城
夜
襲
時
に
吉
村
が
被
弾
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、①
吉
村
自
身
が
語
っ

た
記
録
と
し
て
、「
砲
丸
胸
脇
か
ら
背
後
へ
射
抜
け
た
り
。」（
伴
林
一
八
九
四
）

と
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
②
「
腹
部
」
で
あ
っ
て
、
当
該
肌
襦
袢
の
左
前
身
頃
に

あ
る
穴
を
そ
の
痕
跡
と
す
る
伝
承
、
③
か
ね
て
よ
り
一
説
と
し
て
存
在
し
て
い

た
「
内
股
」
を
妥
当
と
し
て
採
る
著
作
（
舟
久
保
二
〇
一
三
）
の
三
説
が
あ
る
。

①
は
銃
弾
が
抜
け
る
方
向
が
不
自
然
で
当
該
肌
襦
袢
に
そ
の
痕
跡
は
な
く
、
こ
の
箇
所
に
被
弾
し
た
場
合
に
は
致
命
傷
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
②
は
当
該
肌
襦
袢
の
穴
は
被
弾
の
痕
跡
と
し

て
は
や
や
不
自
然
で
か
つ
背
面
に
は
抜
け
て
お
ら
ず
、
こ
の
箇
所
に
被
弾
し
た
場
合
に
は
重
篤
な
状
態
に
陥
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
疑
問
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
対
し
て
③
に
つ
い
て

は
、
吉
村
は
被
弾
後
、
背
負
わ
れ
て
退
却
し
て
い
る
こ
と
、
致
命
傷
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
翌
日
に
は
本
隊
と
合
流
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
の
移
動
に
は
専
ら
駕
籠
や
モ
ッ
コ
を
利
用
し
て
お

り
、
破
傷
風
を
発
症
し
て
歩
行
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
最
も
妥
当
性
は
高
い
も
の
と
見
ら
れ
た
。

　

検
証
の
た
め
専
門
研
究
機
関
に
反
応
検
査
を
依
頼
し
た
。
外
観
か
ら
の
所
見
に
よ
れ
ば
、「
付
着
物
は
襦
袢
表
面
か
ら
付
着
し
て
い
る
。
腹
部
に
被
弾
の
場
合
、
内
部
か
ら
大
量
出
血
す
る
。

そ
れ
は
布
の
表
裏
が
判
別
で
き
な
い
ほ
ど
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
肌
襦
袢
の
シ
ミ
が
血
液
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
試
験
的
に
三
〇
年
以
上
経

過
し
た
布
で
過
酸
化
水
素
水
（H

2 O
2 )

５
％
の
試
薬
を
用
い
て
実
験
し
た
と
こ
ろ
、付
着
し
た
血
液
に
十
分
に
反
応
し
た
が
、こ
の
場
合
に
は
若
干
の
脱
色
は
避
け
が
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
し
も
こ
の
検
査
に
よ
り
脱
色
す
る
事
態
が
生
じ
る
と
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
血
液
付
着
の
可
能
性
は
低
い

と
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
こ
の
シ
ミ
が
血
液
に
因
る
可
能
性
が
僅
か
で
も
あ
る
な
ら
ば
積
極
的
に
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
多
少
の
脱
色
が
生

じ
た
と
し
て
も
や
む
を
得
な
い
と
判
断
し
検
査
を
実
施
し
た
。
実
施
し
た
の
は
過
酸
化
水
素
水
（H

2 O
2 )

（
５
％
と
�0
％
）
に
よ
る
反
応
検
査
、
ロ
イ
コ
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン
試
薬
に
よ
る

反
応
検
査
、
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
検
査
の
３
種
の
検
査
で
、
こ
れ
は
非
破
壊
検
査
と
し
て
は
全
て
の
検
査
方
法
と
な
る
。
検
査
は
、
銃
創
に
よ
る
血
痕
の
可
能
性
の
あ
る
、
襦
袢
全
体
に
広
が
っ
て

見
ら
れ
る
淡
褐
色
の
シ
ミ
に
つ
い
て
、
濃
厚
な
箇
所
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
数
カ
所
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
実
施
し
た
。
結
果
は
、
い
ず
れ
の
検
査
方
法
に
よ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
血
液
反
応
は
一
切

－ � －
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見
ら
れ
ず
（
１
）
、
脱
色
も
生
じ
な
か
っ
た
。

　

一
五
〇
年
以
上
前
の
遺
品
で
あ
る
た
め
経
年
変
化
に
よ
る
影
響
は
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る

も
の
の
、
も
し
も
こ
の
シ
ミ
が
血
液
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
三
種
の
検
査
の
い
ず
れ
か
、

と
り
わ
け
敏
感
に
反
応
す
る
ロ
イ
コ
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン
試
薬
に
お
い
て
（
２
）
は
相
応
の
反
応

が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
淡
褐
色
の
シ
ミ
は
血
液
由
来
で
は
な
い

こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
、
と
の
鑑
定
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
元
よ
り
被
弾
箇
所
の
候
補
と
し
て
は
矛
盾
点
の
見
ら
れ
た
①
と
②
は

「
血
染
4

4

の
襦
袢
」
と
も
い
わ
れ
た
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
被
弾
箇
所

は
③
の
内
股
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
内
股
も
し
く
は
銃
弾
が
射
抜
け

た
先
の
大
腿
外
側
か
ら
の
出
血
で
あ
れ
ば
、
出
血
量
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
仮
に
出
血
が
手
に
付
く
場
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
上
半
身
に
つ
い
て
は
鎧
や
具
足
下

着
に
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
さ
ら
に
そ
の
下
着
と
な
る
肌
襦
袢
に
ま
で
血
が
付
着
す
る
な
ど
と

い
う
状
況
は
生
じ
難
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
肌
襦
袢
に
血
液
が
付
着
し
て
い
な
い
の
は
、
む
し

ろ
当
然
と
い
え
る
。

　

な
お
、
こ
の
淡
褐
色
の
シ
ミ
の
成
因
に
つ
い
て
は
、
西
尾
家
に
お
け
る
次
の
伝
承
が
参
考
に
な
る
。
西
尾
家
で
は
天
誅
組

の
変
の
後
し
ば
ら
く
の
間
（
３
）
、
幕
吏
に
と
が
め
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
当
該
肌
襦
袢
を
木
箱
に
納
め
て
土
中
に
隠
し
て
い
た
（
吉

見
一
九
九
三
、七
七
頁
）
と
い
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
間
に
泥
水
が
木
箱
内
に
浸
入
し
、
土
中
の
鉄
分
等
が
繊
維
に
定
着
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
シ
ミ
に
は
波
紋
の
よ
う
な
濃
淡
が
み
ら
れ
、当
該
肌
襦
袢
を
四
分
の
一
の
大
き
さ
に
折
り
た
た
ん
だ
際
の
、

胸
部
や
や
下
方
の
位
置
の
折
り
目
に
沿
っ
て
広
が
っ
て
い
る
状
況
は
、
こ
の
推
定
の
妥
当
性
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
【
指
南
書
に
お
け
る
具
足
下
着
と
肌
着
に
つ
い
て
】

　

当
世
具
足
の
装
着
の
手
順
等
を
挿
絵
入
り
で
解
説
し
た
指
南
書
の
中
で
最
も
古
く
、
か
つ
充
実
し
て
い
る
の
は
享
保
二
十

年
（
一
七
三
五
）
に
伊
勢
国
の
村
井
昌
弘
が
編
集
（
４
）
し
た
『
単
騎
要
略 

被
甲
辨
』
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
当
世
具
足
の
鎧
の
下
に
着
用
す
る
具
足
下
着
に
つ
い
て
は
「
襯し
た
ぎ衣
」
（
５
）
ま
た
は
「
下
着
」
と
称
し
て
お
り
、「
襯し
た
ぎ衣
ハ

雑
製
多
け
れ
ど
も
単
騎
の
用
ハ
一
涯
に
常
じ
ょ
う
ふ
く服
を
佳
し
と
す
。
異
議
を
好
む
べ
か
ら
ず
。
も
し
止や
む
を
え得
不ず

し
て
其
作
に
及
バ
バ
茲こ
こ

に
一
製
法
あ
り
。
其
格
好
ハ
大
概
常
服
の
ご
と
し
。
身み
の
は
ば巾
す
こ
し
狭
く
身み
の
た
け尺
す
こ
し
短
く
。
袖
ハ
筒
袖
に
し
胸
にぼ

た
ん

あ
り
。
腰

に
紐
ハ
く
べ
し
。（
後
略
）」（
巻
之
一
、二
二
頁
）（
図
11
）
と
あ
る
。
常
服
を
勧
め
る
の
は
「
先ま
ず

甲
冑
を
脱
ぎ
た
る
時
ハ
ま
ま

衣
服
を
召
換
ず
し
て
も
よ
し
。
又
時
服
な
る
が
故
に
寒
を
防
ぎ
暑
を
凌
ぐ
に
も
。
其
気
候
に
應
じ
て
安
し
。
惣
じ
て
か
ん
や

図 12　襯衣（具足下着）の挿絵 図 11　襯衣の記述
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う
の
事
。
と
お
き
を
需も
と

む
べ
か
ら
ず
。」（
巻
之
三
、一
頁
）
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
単
騎
（
個
人
）
で
具
足
下
着
を
用
意
す
る
場
合
は
、
あ
え
て
購
入
し
た
り
す
る
の
は
避
け
て
、
常
の
服
を
右

記
の
通
り
仕
立
て
直
す
の
が
良
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
ボ
タ
ン
を
付
け
る
の
は
胸
が
は
だ
け
る
の
を
防
ぐ
た
め
で

あ
る
。
巻
之
一
、二
三
頁
の
挿
絵
（
図
12
）
を
掲
げ
て
お
く
。

　

次
に
、肌
着
に
つ
い
て
は
ま
ず
、「
夏
の
襯し
た
ぎ衣
ハ
常
服
の
帷か
た
び
ら子
を
袷
あ
わ
せ
に
仕し

た
る
が
よ
し
。
単
ひ
と
え
に
て
ハ
絆ま
と

わ
り
て
凶わ
ろ

し
と
云
」

と
夏
に
お
い
て
も
肌
着
を
用
い
る
よ
う
勧
め
た
上
で
、「
膚は
だ
ぎ衣
（
常
服
の
襦
袢
の
ご
と
し　

長
二
尺
一
二
寸
ば
か
り
）
ハ

晒
し
布
。さ
ら
し
木
綿
又
ハ
西か

ね洋
布き
ん

縮ち
り
め
ん緬
と
う
を
以
て
す
。（
中
略
）袖
ハ
筒
袖
の
大お
ほ
か
た形
ハ
袖
な
し
を
佳
と
す
。」（
巻
之
三
、二

～
三
頁
）（
図
1�
）
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ペ
リ
ー
来
航
を
機
に
幕
末
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
甲
冑
着
用
指
南
』
で
も
一
部
表
現
を

改
め
つ
つ
こ
れ
を
踏
襲
し
、「
夏
の
襯
し
た
ぎ
は
常
の
帷か
た
び
ら子
を
袷
あ
わ
せ
に
仕し

た
る
が
よ
し
。
単
ひ
と
え
に
て
ハ
身
に
纒
ま
と
わ
り
て
よ
ろ
し
か
ら
ず
と

い
ふ
。」「
膚は
だ
ぎ衣
は
晒
布
晒
木
綿
ま
た
ハ
か
ね
き
ん
縮
緬
等
を
以
て
す
。（
中
略
）
袖
ハ
筒
袖
な
れ
ど
も
大
か
た
は
袖
な
し

を
佳
と
す
。」（
廾
四
頁
裏
～
廾
五
頁
表
）
と
記
し
て
、
や
は
り
「
袖
な
し
」
を
勧
め
て
い
る
。
次
に
述
べ
る
通
り
、
こ
れ

ら
の
用
件
は
い
ず
れ
も
当
該
肌
襦
袢
の
特
徴
に
合
致
し
て
い
る
。

　
【
考
察
】

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
一
七
日
、
河
内
の
水
郡
家
を
出
立
し
た
吉
村
虎
太
郎
が
当
世
具
足
の
鎧
一
式
を
装
着
し

て
い
た
こ
と
は
「
天
誅
組
出
発
之
図
」（
図
1�
）
か
ら
看
取
で
き
る
。
当
然
、
八
月
二
六
日
の
高
取
城
夜
襲
時
に
も
こ
の

鎧
を
装
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
き
に
示
し
た
『
単
騎
要
略 

被
甲
辨
』
お
よ
び
『
甲
冑
着
用
指
南
』
の
肌
着
に
つ
い
て
の
記
述
の
う
ち
、「
晒
布
」
は

吉
村
虎
太
郎

水
郡
英
太
郎

図 1�　天誅組出発之図（堂山善子氏 蔵・五條市教育委員会 写真提供）

一度は投獄された水郡英太郎であったが 1� 歳という年齢のため釈放され、のちに回想を絵師に描かせたもの
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当
該
肌
襦
袢
本
体
の
素
材
で
あ
る
白
晒
麻
布
の
こ
と
で
あ
り
、「
帷
子
」
も
こ
こ
で
は
「
夏
に
着
る
麻
・
木
綿
な
ど
で
作
っ
た
単
の
衣
服
」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
と
い
え
る
。

長
二
尺
と
一
な
い
し
二
寸
ば
か
り
と
あ
る
の
も
身
丈
六
八
㎝
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
ま
た
「
袖
な
し
を
佳
と
す
」
と
あ
る
こ
と
も
、当
該
肌
襦
袢
の
袖
が
あ
え
て
外
し
て
あ
る
こ
と
に
合
致
す
る
。

か
つ
て
は
こ
れ
を
缺そ

ぎ
そ
で袖

と
称
し
、
無
袖
の
衣
服
を
得
る
た
め
に
袖
を
外
す
と
い
う
行
為
は
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た

（
６
）

。

　
「
袖
ハ
筒
袖
な
れ
ど
も
大
か
た
は
袖
な
し
を
佳
と
す
」と
あ
る
の
は
、そ
の
上
に
着
用
す
る
具
足
下
着
が
筒
袖
と
な
る
か
ら
で
、そ
の
肌
着
に
無
袖
を
勧
め
る
の
は
、肌
着
も
筒
袖
と
し
た
場
合
、

具
足
下
着
の
下
で
捲
れ
上
が
り
、
脇
の
下
に
溜
ま
る
な
ど
し
て
不
快
な
状
態
に
な
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
肌
襦
袢
が
、
元
は
広
袖
で
あ
っ
た
の
を
あ
え
て

外
し
て
無
袖
と
し
て
い
る
の
は
、
具
足
下
着
の
下
に
こ
の
半
襦
袢
を
着
用
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
当
該
肌
襦
袢
の
掛
衿
が
絹
製
の
白
衿
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。
襦
袢
の
白
掛
衿
は
礼
服
ま
た
は
晴
着
に
用
い
ら
れ
る
（
金
沢
一
九
六
二
、一
八
五
頁
）。
あ
え
て
白
衿
と
し
白

装
束
に
身
を
包
ん
だ
こ
と
は
、
皇
軍
御
先
鋒
出
陣
と
し
て
の
聖
戦
に
か
け
た
覚
悟
の
現
れ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

背
（
後
面
）
の
「
盡
忠
報
國
」
の
墨
書
は
、
吉
村
本
人
が
名
将
岳
飛
の
故
事
に
倣
っ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
岳
飛
之
母
姚
太
夫
人
是
古
代
四
大
賢
母
之
一
」
と
評
さ
れ
る
岳
飛
の
母
親
は
、
岳
飛
に
は
た
だ
服
を
脱
い
で
座
る
よ
う
に
言
っ
た
後
、
背
に
「
盡
忠
報
國
」
の
刺
青
を
入
れ
る
間
、

岳
飛
の
「
一
体
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
」
の
問
い
掛
け
に
も
一
切
答
え
ず
、
激
痛
を
耐
え
さ
せ
た
と
い
う
か
ら
凄
ま
じ
い
。
国
難
に
あ
た
り
、
老
い
た
自
分
を
案
じ
て
躊
躇
す
る
岳
飛
に
対

し
、
心
置
き
な
く
出
征
す
る
よ
う
促
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
吉
村
は
伴
林
光
平
著
『
南
山
踏
雲
録
』
に
わ
ざ
わ
ざ
「
母
な
る
人
、
大
い
に
慷こ
う
が
い慨
の
志
あ
り
。
虎
太
郎
を
潜
に
諫
め
て
云
、
丈
夫
何
の
別
意
あ
り
て
郷
土
を
去
ら
ざ
る
、
事
も
し
遅
々

せ
ば
、
す
べ
か
ら
く
母
の
剣
下
に
死
す
べ
し
と
云
々
。
奇
代
の
女
丈
夫
と
云
う
べ
し
。」
と
、
や
は
り
出
征
を
促
す
母
親
の
凄
ま
じ
さ
を
記
さ
せ
て
い
る
。
明
ら
か
に
岳
飛
の
母
に
自
ら
の
母

を
重
ね
た
も
の
で
、
吉
村
が
岳
飛
を
標
榜
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　

背
の
墨
書
に
つ
い
て
は
こ
の
ほ
か
、「
吉
村
重
郷
」
と
い
う
本
人
以
外
に
は
俄
に
は
知
り
得
な
い
諱
の
署
名
、
あ
え
て
「
𡈽
」
浪
士
と
記
す
実
際
の
土
佐
出
身
者
な
ら
で
は
と
思
し
き
拘
り

な
ど
も
肯
定
的
要
素
と
な
ろ
う
。
な
お
、『
吉
村
虎
太
郎
詩
書
』
を
所
蔵
す
る
霊
山
歴
史
館
の
学
芸
員
の
方
か
ら
は
当
該
肌
襦
袢
の
墨
書
に
つ
い
て
吉
村
虎
太
郎
の
も
の
に
間
違
い
な
い
と
の

評
価
も
頂
い
て
い
る
。

　

以
上
に
よ
り
当
該
肌
襦
袢
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
二
六
日
に
、
吉
村
虎
太
郎
が
高
取
城
を
夜
襲
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
当
世
具
足
の
鎧
お
よ
び
具
足
下
着
の
下
に
着
用
し
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
銃
創
の
治
療
の
た
め
に
立
ち
寄
る
と
い
う
偶
発
的
経
緯
に
よ
り
西
尾
家
に
残
さ
れ
た
も
の
、
と
認
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
に
記
さ
れ
た
「
盡
忠
報
國
」

の
墨
書
は
天
誅
組
決
起
時
に
、
岳
飛
を
標
榜
す
る
吉
村
が
そ
の
覚
悟
の
程
を
記
し
た
（
７
）
も
の
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
指
定
の
理
由
】

　
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し
た
ぎ衣
（
肌
襦
袢
）」
は
、
天
誅
組
の
高
取
城
夜
襲
時
の
拠
点
と
な
り
、
ま
た
、
吉
村
虎
太
郎
が
銃
創
の
治
療
の
た
め
に
一
時
滞
在
し
た
重へ
い
さ
か阪
村
（
御
所
市
大
字
重
阪
）
の
庄

屋
、
西
尾
清せ

い

え

も

ん

右
衛
門
宅
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

激
動
の
時
代
を
駆
け
抜
け
た
、
傑
出
し
た
人
物
の
来
歴
明
ら
か
な
遺
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
鎧
下
に
着
用
し
て
い
た
襯し
た
ぎ衣
（
肌
着
）
の
唯
一
の
現
存
例
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。

　

流
麗
な
筆
運
び
の
「
盡
忠
報
國
」
の
墨
書
と
あ
わ
せ
て
本
件
は
、
そ
の
時
代
の
動
勢
と
思
想
的
背
景
を
彷
彿
さ
せ
る
歴
史
資
料
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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【
課
題
】

　

当
該
肌
襦
袢
に
身
八
つ
口
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「（
江
戸
時
代
の
）
半
襦
袢
は
、
脇
縫
の
下
部
が
縫
わ
ず
に
あ
け
て
あ
る
。
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
闕け
っ
て
き腋
（
け
つ
え
き

3

3

3

3

の
連
声
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
男
女
問
わ
ず
同
様
で
あ
る
。（
金
沢
一
九
六
二
、一
八
七
頁
）」
と
あ
る
の
と
は
矛
盾
は
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
女
性
の
小
袖
に
ワ
キ
ア
ケ
が
一
般
に
必
要
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時

期
（
江
戸
中
期
＝
享
保
～
天
明
）（
同
、
三
二
六
頁
）」
と
も
あ
る
と
お
り
、
着
物
の
身
八
つ
口
は
男
物
に
は
な
く
、
女
物
に
の
み
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現

在
の
半
襦
袢
に
お
い
て
は
着
物
と
同
様
に
、
男
物
の
場
合
に
は
身
八
つ
口
は
な
く
、
女
物
の
み
に
身
八
つ
口
が
あ
る
。
右
記
の
通
り
、
金
沢
が
半
襦
袢
に
つ
い
て
の
み
男
物
に
も
身
八
つ
口
が

あ
る
と
し
た
根
拠
や
理
由
は
な
に
か
、
そ
し
て
幕
末
期
の
実
態
と
し
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
状
況
次
第
で
は
吉
村
虎
太
郎
は
あ
え
て
女
物
の
襦
袢
を
用
い

た
可
能
性
も
残
る
。

－ � －

　
　
　
　

補
註

（
１
）　

襦
袢
全
体
に
広
が
っ
て
見
ら
れ
る
淡
褐
色
の
シ
ミ
と
は
別
の
、
様
相
の
異
な
る
褐
色
の
小
さ
な
シ
ミ
（
長
径
２
～
５
㎜
）
が
後
面
の
下
方
中
央
付
近
に
三
箇
所
見
ら
れ
る
。
こ
の
シ
ミ
に
つ
い
て
は
ロ
イ
コ
マ
ラ　

　
　

カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン
試
薬
に
よ
る
反
応
検
査
に
お
い
て
次
の
反
応
が
見
ら
れ
た
。
着
色
反
応
は
薄
い
グ
リ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
血
液
の
場
合
は
濃
い
グ
リ
ー
ン
に
着
色
す
る
の
で
、
そ
れ
と
は
様
相
は
異
な
る
。
し
か
し

　
　

一
五
〇
年
前
の
遺
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
唯
一
、
血
液
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
し
切
れ
な
い
、
と
の
評
価
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
点
状
の
飛
沫
血
痕
で
し
か
な
い
の
で
、
当
該

　
　

肌
襦
袢
に
お
い
て
は
、
銃
創
に
よ
る
血
液
反
応
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
評
価
に
は
影
響
は
生
じ
な
い
。

（
２
）　

ロ
イ
コ
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン
試
薬
に
よ
る
反
応
検
査
で
は
血
液
を
二
万
倍
に
薄
め
た
水
溶
液
に
お
い
て
も
濃
い
グ
リ
ー
ン
へ
の
着
色
反
応
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
点
で
も
襦
袢
全
体
に
広
が
っ
て
み
ら
れ
る
淡
褐

　
　

色
の
シ
ミ
が
血
液
に
起
因
す
る
可
能
性
は
ま
ず
無
い
と
判
断
さ
れ
た
。

（
３
）　

鷲
家
で
死
ん
だ
吉
村
が
神
と
崇
め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
も
う
良
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
て
掘
り
出
し
た
と
い
う
。
鷲
家
村
の
吉
村
虎
太
郎
原げ

ん
え
い
ど
こ
ろ

處
（
最
初
に
埋
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
）
で
は
埋
葬
後
ま
も
な
く
不

　
　

思
議
な
霊
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
り
大
変
な
評
判
に
な
っ
て
吉
村
大
神
儀
の
石
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
新
た
に
赴
任
し
た
五
條
代
官
が
翌
年
の
元げ

ん
じ治

元
年
（
一
八
六
四
）
一
二
月
に
碑
を
抜
き
、吉
村
を
祀
っ

　
　

た
村
民
2�
人
を
投
獄
す
る
事
件
が
起
き
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
仲
介
者
が
現
れ
て
赦
さ
れ
碑
も
元
に
戻
さ
れ
た
（
吉
見
一
九
九
三
）。
西
尾
家
で
木
箱
を
掘
り
出
し
た
の
は
そ
の
後
と
見
ら
れ
る
の
で
、
木
箱
は
少
な

　
　

く
と
も
一
年
以
上
は
埋
め
ら
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）　

村
井
昌
弘
編
『
単
騎
要
略 

製
作
辨
』、
全
五
巻
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
が
先
行
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
内
容
の
一
部
は
重
複
し
て
お
り
、
具
足
下
着
に
つ
い
て
は
巻
之
四
、二
一
頁
に
「
膚は

だ
ぎ着

」
と
し
て
ほ

　
　

ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
次
に
記
す
「
襯し

た
ぎ衣

」
と
「
膚は

だ
ぎ衣

」
の
使
い
分
け
は
成
立
し
て
い
な
い
。

（
５
）　

襯
衣
の
本
来
の
読
み
は
音
「
シ
ン
イ
」
ま
た
は
訓
「
シ
ャ
ツ
」
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
①
通
常
肌
着
の
上
に
着
る
、
襟
と
カ
フ
ス
の
つ
い
た
西
洋
風
の
衣
服
。
ワ
イ
シ
ャ
ツ
や
開
襟
シ
ャ
ツ
の
こ
と
。
ま
た
は
、
上

　
　

半
身
に
着
る
軽
装
の
衣
服
。
②
古
く
は
、
上
半
身
に
着
る
洋
風
の
下
着
、
肌
着
の
こ
と
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
指
南
書
と
し
て
の
『
単
騎
要
略 

被
甲
辨
』
や
『
甲
冑
着
用
指
南
』
で
は
意
味
合
い
が
異
な
る
。
洋
風
の

　
　

要
素
と
し
て
は
具
足
下
着
の
事
を
述
べ
た
箇
所
のぼ

た
ん

し
か
無
く
、
い
ず
れ
に
も
「
襯し

た
ぎ衣

」
ま
た
は
「
襯

し
た
ぎ

」
と
ル
ビ
を
振
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、
以
下
に
記
し
て
い
く
通
り
、
こ
れ
ら
の
指
南
書
で
は
必
要
に
応
じ
て
具
足
下
着
を
「
襯し

た
ぎ衣

」、
肌
着
を
「
膚は

だ
ぎ衣

」
と
す
る
使
い
分
け
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
夏
の
襯し

た
ぎ衣

は
常
服
の
帷か

た
び
ら子

を
袷

あ
わ
せ

に

　
　

仕し

た
る
が
よ
し
。
単

ひ
と
え

に
て
ハ
絆ま
と

わ
り
て
凶わ
ろ

し
と
云
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
通
り
、
鎧
下
に
着
用
す
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
具
足
下
着
と
肌
着
を
区
別
す
る
こ
と
無
く
、
共
に
「
襯し

た
ぎ衣

」
と
表
現
す
る
よ
う
な
、
指
南
書
な
ら
で
は
の
特

　
　

殊
な
用
法
も
認
め
ら
れ
る
。 

当
該
肌
襦
袢
の
指
定
名
を
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し

た
ぎ衣

（
肌
襦
袢
）」
と
す
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
。

（
６
）　
『
単
騎
要
略 

被
甲
辨
』
巻
之
三
、一
～
二
頁
に
「
或
人
云
。
い
に
し
へ
の
常
服
下
着
ハ
缺そ

ぎ
そ
で袖

。
上
着
ハ
方ひ

ろ
そ
で袖

。
そ
の
表う

へ

に
装
束
仕
た
る
も
の
と
み
た
り
。
な
れ
バ
鎧

よ
ろ
い
し
た下

に
ハ
下
着
の
そ
ぎ
袖
バ
か
り
着
す
る
か
。
今
の

　
　

丸ま
る
そ
で袖

ハ
装
束
な
し
に
。
上
下
バ
か
り
に
て
格
好
よ
き
よ
う
に
し
た
る
も
の
な
れ
バ
。
袖そ

で
な
り形

も
大
き
に
漸

や
う
や
く

近
世
に
ハ
物も

の
ず
き

好
奇
も
出い

で
き
た来

れ
と
見
え
た
り
。
こ
れ
ハ
今
の
常
服
を
其
ま
ま
に
具
足
下
に
用
い
ゆ
る
理
ハ
つ
づ
き

　
　

か
。
い
に
し
へ
と
て
も
別
に
具
足
の
下
着
を
製こ
り

ら
え
た
る
事
ハ
在
ま
じ
き
也　

云
云
。」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
、
無
袖
の
衣
服
を
得
る
た
め
に
は
広
袖
を
外
し
て
無
袖
と
す
る
の
が
当
然
の
こ
と
と
見
ら
れ
て



　
　

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
具
足
下
着
も
缺
袖
に
す
る
と
の
推
定
は
、
広
袖
の
ま
ま
で
は
籠
手
（
同
書
で
は
「
臂こ

て罩
」）
を
装
着
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
缺
袖
に
し
て
素
肌
に
籠
手
を
装
着
す

　
　

る
な
ど
と
い
う
想
定
に
も
無
理
が
あ
る
。
な
お
、
缺
袖
は
中
文
で
は
無
袖
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、
本
邦
で
は
既
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
語
彙
と
な
っ
て
い
る
。
削そ
ぎ

袖
が
同
音
と
な
っ
て
置
き
換
わ
っ
た
も
の
と
み

　
　

ら
れ
、
こ
れ
は
袖
の
端
を
削
い
で
仕
立
て
た
も
の
を
い
う
。
筒
袖
の
別
称
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
上
腕
部
の
み
を
わ
ず
か
に
覆
う
形
状
の
袖
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
物も
の
ず
き

好
奇
」
は
趣
向
を
凝

　
　

ら
す
こ
と
転
じ
て
筒
袖
（
丸
袖
）
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
「
鎧
下
に
ハ
下
着
の
そ
ぎ
袖
バ
か
り
着
す
る
か
。」
と
の
推
定
か
ら
「
い
に
し
へ
と
て
も
別
に
具
足
の
下
着
を
製
ら
え
た
る
事
ハ
在
ま
じ
き
也
」
な
ど
と
論
じ
た
の
は
誤
り
で
、
実
際
に
は
平
安
末
か
ら

　
　

中
世
に
か
け
て
は
、
袖
細
で
袖
口
と
袴
は
か
ま
の
裾
口
に
括く
く

り
緒
を
通
し
た
鎧
よ
ろ
い
ひ
た
た
れ

直
垂
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
鎧
直
垂
に
つ
い
て
は
『
単
騎
要
略 

被
甲
辨
』
巻
之
二
、四
一
～
四
三
頁
に
記
述
と
挿
絵
は
あ
る
が
、「
其そ
の

　
　

委く
わ

し
き
に
い
た
っ
て
ハ
速
す
み
や
かに
会
得
し
が
た
し
。」「
近
来
其
沙
汰
少
な
し
。」
な
ど
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ら
に
百
年
以
上
を
経
て
幕
末
に
刊
行
さ
れ
た
『
甲
冑
着
用
指
南
』
に
鎧
直
垂
に

　
　

関
す
る
記
述
が
見
え
な
い
の
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
ろ
う
。

（
７
）　

吉
村
が
こ
の
肌
襦
袢
を
手
放
す
に
あ
た
っ
て
は
、
西
尾
家
の
当
主
、
清
右
衛
門
か
ら
の
強
い
求
め
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
事
は
推
測
に
難
く
な
い
が
、
加
え
て
吉
村
自
身
の
心
境
に
も
次

　
　

に
記
す
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

八
月
二
六
日
の
天
誅
組
の
動
き
（
舟
久
保
二
〇
一
三
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
早
朝
、
主
将
の
中
山
忠
光
が
率
い
る
千
百
人
を
超
え
る
本
隊
は
、
高
取
城
下
手
前
１
㎞
の
鳥
ヶ
峰
を
行
軍
中
、
砲
撃
を
受
け

　
　

敗
退
す
る
。
高
取
城
で
は
第
十
三
代
藩
主
、
植
村
家
保
の
下
、
既
に
迎
撃
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
吉
村
は
別
働
隊
と
し
て
大
口
峠
で
警
戒
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
必
要
も
な
く

　
　

な
っ
た
た
め
天
ノ
川
辻
本
陣
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
途
中
の
三
在
村
で
追
討
を
畏
れ
て
慌
て
退
却
中
の
本
隊
と
出
会
う
。
吉
村
は
激
昂
の
あ
ま
り
中
山
が
乗
る
馬
の
轡
を
取
り
そ
の
敗
戦
を
詰
っ

　
　

た
と
い
う
。
吉
村
は
そ
の
後
、
夜
陰
に
紛
れ
て
城
下
に
火
を
放
ち
、
混
乱
に
乗
じ
て
討
ち
入
る
計
画
を
立
案
し
、
総
勢
二
四
名
か
ら
な
る
決
死
隊
を
編
成
し
て
重
阪
村
の
西
尾
家
で
夜
に
な
る
の
を
待
つ
が
、

　
　

攻
撃
目
標
は
日
本
三
大
山
城
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
た
高
取
城
で
あ
る
。
ま
し
て
や
厳
戒
態
勢
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
既
に
判
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
に
も
無
謀
な
夜
襲
計
画
で
あ
っ
た
と
い

　
　

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
案
の
定
、
城
下
遙
か
手
前
の
木
の
辻
で
吉
村
は
銃
創
を
負
い
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
幸
い
で
、
も
し
こ
の
時
、
城
下
ま
で
迫
っ
て
い
た
な
ら
ば
全
滅
必
至
の
情
勢

　
　

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
吉
村
は
背
負
わ
れ
て
退
却
し
戸
毛
村
の
女
医
、
榎
本
住
の
応
急
手
当
を
受
け
る
。
さ
ら
に
重
阪
村
の
西
尾
家
ま
で
退
く
と
、
西
尾
清
右
衛
門
は
奉
膳
村
の
内
科
医
、
小
原
元げ
ん
し
ょ
う
性
を
呼
ん

　
　

で
再
度
手
当
を
さ
せ
、
駕
籠
を
呼
ん
で
五
條
村
ま
で
送
ら
せ
て
い
る
。

　
　
　

さ
て
、
公
卿
の
中
山
は
い
わ
ば
錦
の
御
旗
で
あ
る
。
そ
の
主
将
中
山
に
対
す
る
吉
村
の
非
難
の
仕
方
は
尋
常
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
し
、
そ
の
後
の
あ
ま
り
に
拙
速
な
高
取
城
夜
襲
計
画
に
も
違
和
感
を

　
　

禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
初
の
本
格
的
な
戦
闘
と
な
っ
た
こ
の
時
点
ま
で
は
、
既
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
吉
村
が
常
勝
の
将
軍
岳
飛
を
標
榜
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
納
得
が
い
く
。

　
　
　

そ
し
て
そ
の
夜
の
西
尾
家
で
は
、
吉
村
は
治
療
の
た
め
に
軽
装
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
自
ず
と
背
に
記
し
た
墨
書
は
衆
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
尾
清
右
衛
門

　
　

ら
に
そ
の
由
来
と
岳
飛
の
名
将
ぶ
り
を
話
す
う
ち
に
吉
村
は
、
銃
創
を
負
っ
て
引
き
上
げ
て
き
た
自
身
の
有
様
と
の
違
い
に
思
い
至
り
、「
岳
飛
を
背
負
う
」
こ
と
を
負
担
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

　
　

な
い
か
、
と
推
測
す
る
。
本
文
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
盡
忠
報
國
」
の
墨
書
が
吉
村
の
覚
悟
の
程
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
手
放
す
に
は
相
応
の
理
由
が
必
要
か
と
考
え
る
の
で
、　

　
　

以
上
、
吉
村
の
心
境
の
変
化
に
関
し
、
あ
り
得
る
べ
き
こ
と
と
し
て
触
れ
て
お
く
。

　
　
　
　

参
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踏
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【
名
称
】　

附
つ
け
た
り
　

徳
富
蘇
峰 

筆
「
吉
村
重
郷　

襯
衣　

盡
忠
報
國
」
極
め
箱

 

【
種
類
】　

歴
史
資
料

　
【
状
況
】

　

西
尾
家
に
お
い
て
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し
た
ぎ衣
（
肌
襦
袢
）」
を
四
分
の
一
の
大
き
さ
に
折
り
た
た
ん
で
保
管
す
る
た
め
に
設
え
ら
れ
た
桐
箱
の
蓋
甲
と
蓋
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
徳
富
蘇
峰
に
よ
る
箱

書
き
が
あ
る
。

　
【
所
有
者
】　

西
尾 

貞
範　
　
　
（
御
所
市
教
育
委
員
会 

寄
託
資
料
）

　
【
寸
法
】　

幅
三
〇
・
〇
㎝　
　

長
三
六
・
一
㎝　
　

高
六
・
二
㎝

　
【
箱
書
き
】

　
　
〔
蓋
甲
〕（
図
16
）

　
　
　
　

盡
忠
報

　
　
　
　

國

　
　
　
　

昭
和
癸
酉　

孟
春

　
　
　
　

蘇
峰
菅
正
敬

　
　
　
　

恭
倹

    

〔
蓋
裏
〕（
図
1�
）

　
　
　
　

天
誅
組
領
袖
土
州

　
　
　
　

吉
村
重
郷
先
生

　
　
　
　

血
染
襯
衣
須
珎

　
　
　
　

寶
重
云
尓

　
　
　
　

昭
和
癸
酉　

孟
春 

蘇
峰 

正
敬 

頌

図 1�　箱身
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【
解
題
】

　
〔
蓋
甲
〕
盡
忠
報
國
＝
『
北
史
』
顏
之
儀
傳
・『
宋
史
』
岳
飛
傳
。
南
宋
の
名
将
岳
飛
（
一
一
〇
三
～
一
一
四
二
）
が
母
親
に
よ
り
、背
に
「
盡
忠
報
國
」
と
刺
青
を
入
れ
ら
れ
た
故
事
が
有
名
。

昭
和
癸
酉
＝
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）。
孟
春
＝
春
の
は
じ
め
一
月
下
旬
～
三
月
上
旬
。
三
月
の
季
語
。
蘇
峰
＝
徳
富
蘇
峰
。
菅
（
原
）
正
敬
＝
す
が
わ
ら
し
ょ
う
け
い
。
徳
富
蘇
峰
の
筆
名
。

恭
倹
＝
『
論
語
』
人
に
対
し
て
は
う
や
う
や
し
く
し
、
自
分
の
身
に
お
い
て
は
つ
つ
ま
し
く
す
る
こ
と
。

　
〔
蓋
裏
〕
領
袖
＝
『
晋
書
』
魏
舒
傳
。
え
り
と
そ
で
と
は
人
目
に
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
、
人
を
率
い
て
そ
の
長
と
な
る
人
物
。
あ
る
集
団
の
中
の
主
と
な
る
人
物
。
土
州
＝
土
佐
。
吉
村
重
郷

＝
吉
村
虎
太
郎
の
諱
。
襯
衣
＝
音
シ
ン
イ
訓
シ
ャ
ツ
・（
軍
）
し
た
ぎ
。

＝
音
チ
ョ
ウ
・
ジ
ョ
ウ
訓
こ
ろ
も
・
か
さ
ね
ご
ろ
も
。
須
珎

＝
世
界
の
中
心
に
そ
び
え
る
最
高
の
衣
の
意
か
。

寶
重
（
中
文
）
＝
貴
重
視
す
る
・
高
く
評
価
す
る
。
云
尓
（
爾
）
＝
音
う
ん
じ
訓
し
か
い
う
・
の
み
。
漢
文
で
、
文
章
の
終
わ
り
に
用
い
て
、
こ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
を
表
す

語
。
昭
和
癸
酉　

孟
春　

蘇
峰
正
敬
＝
蓋
甲
に
同
じ
。
頌
＝
音
シ
ョ
ウ
・
ジ
ュ
。
訓
ほ
め
（
る
）・
た
た
（
え
る
）。 

図 16　蓋甲の箱書き

図 1�　蓋裏の箱書き
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【
考
察
】

　

昭
和
八
年
早
春
に
徳
富
蘇
峰
が
西
尾
家
を
訪
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
直
接
の
記
録
は
な
い
が
、
訪
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
蘇
峰
は
著
書
『
近
世
日
本
国
民
史
』
百
巻
の
第
四
六
巻

『
文
久
大
勢
一
変　

上
篇
』、
第
四
八
巻
『
文
久
大
勢
一
変　

下
篇
』、
第
四
九
巻
『
尊
皇
攘
夷
篇
』、
第
五
一
巻
『
大
和
及
生
野
義
拳
』
の
中
で
天
誅
組
や
吉
村
虎
太
郎
に
つ
い
て
記
述
し
て
い

る
。『
近
世
日
本
国
民
史
』
は
新
聞
連
載
を
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
四
六
巻
か
ら
五
一
巻
は
昭
和
七
年
か
ら
八
年
こ
ろ
に
起
稿
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
期
は
合
致
す
る
。

　

徳
富
蘇
峰
記
念
館
の
学
芸
員
の
方
に
よ
れ
ば
、
箱
書
き
の
字
に
つ
い
て
は
「
ま
さ
に
蘇
峰
の
筆
使
い
と
思
う
」
と
さ
れ
、
蘇
峰
の
筆
名
で
少
し
改
ま
っ
た
際
に
使
用
す
る
「
菅
正
敬
」
の
署

名
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、
徳
富
蘇
峰
の
箱
書
き
に
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
箱
書
き
は
、
西
尾
家
を
訪
れ
た
徳
富
蘇
峰
が
真
に
吉
村
虎
太
郎
の
襯
衣
で
あ
る
こ
と
の
極
め
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

右
記
の
通
り
蘇
峰
は
天
誅
組
の
こ
と
に
関
し
て
詳
し
か
っ
た
が
、
加
え
て
、
蓋
裏
に
み
え
る
「
襯
衣
」
は
指
南
書
に
お
い
て
鎧
下
に
着
る
襯し
た
ぎ衣
を
指
す
特
殊
な
用
語
で
あ
り
、
蘇
峰
は
そ
の

方
面
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

極
め
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
蘇
峰
に
は
、
肌
襦
袢
が
無
袖
で
白
掛
衿
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
そ
の
背
の
墨
書
で
は
「
吉
村
重
郷
」
と
い
う
本
人
以
外
に
は
俄
に
知
り
得
な
い
諱
の
署
名
、

あ
え
て
「
𡈽
」
浪
士
と
記
す
実
際
の
土
佐
出
身
者
な
ら
で
は
と
思
し
き
拘
り
、
岳
飛
の
故
事
と
吉
村
の
母
と
の
重
ね
合
わ
せ
の
事
な
ど
が
一
瞬
で
思
い
浮
か
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
蘇

峰
は
傑
出
し
た
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
勤
王
の
志
士
に
関
す
る
言
論
活
動
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
が
、
蓋
裏
に
は
「
吉
村
重
郷
先
生
」
と
も
あ
り
、
吉
村
虎
太
郎
に
対
す
る
思
い
入
れ

の
強
さ
も
見
て
取
れ
る
。
因
み
に
蘇
峰
の
生
年
は
文
久
三
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
偶
然
に
も
天
誅
組
の
変
の
勃
発
し
た
年
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し
た
ぎ衣
（
肌
襦
袢
）」
の
極
め
を
す
る
の
に
相
応
し
い
人
物
は
徳
富
蘇
峰
を
置
い
て
他
に
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
本
人
も
そ
れ
を
自
認

し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
蓋
甲
に
お
け
る
「
盡
忠
報
國
」
の
雄
渾
な
筆
致
は
、
そ
の
自
負
の
顕
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

な
お
、
蓋
裏
の
箱
書
き
の
う
ち
「
血
染
」
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
通
り
銃
創
の
箇
所
は
内
股
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
誤
解
と
み
ら
れ
る
。

　
【
指
定
の
理
由
】

　

西
尾
家
に
お
い
て
「
吉
村
虎
太
郎
の
襯し
た
ぎ衣
（
肌
襦
袢
）」
を
収
め
る
た
め
に
設
え
ら
れ
た
桐
箱
の
蓋
甲
と
蓋
裏
に
そ
れ
ぞ
れ
、
徳
富
蘇
峰
に
よ
る
箱
書
き
が
あ
る
。

　

漢
文
調
に
格
調
高
く
箱
書
き
の
な
さ
れ
た
極
め
箱
で
あ
り
、
当
時
を
代
表
す
る
知
識
人
の
造
詣
の
深
さ
も
示
す
歴
史
資
料
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。


