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新
常
務
理
事
就
任
ご
挨
拶

松
根
大
地　

住
持　

中
央
義
士
会
の
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
祥
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
よ
り
中
央
義
士
会
の
理
事
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
萬
松
山

泉
岳
寺
住
持
（
住
職
）　

松
根
大
地
と
申
し
ま
す
。
浅
学
菲
才
の
身
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

当
山
が
冷
光
院
殿
吹
毛
玄
利
大
居
士
（
浅
野
長
矩
公
）、
瑤
泉
院
殿

良
瑩
正
澄
大
姉
、
並
び
に
赤
穂
義
士
の
墓
所
を
お
護
り
し
て
か
ら
、
約

三
百
二
十
年
の
時
が
経
と
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
間
、
子
孫
の
会
、

中
央
義
士
会
、
歴
代
住
職
の
御
尽
力
や
赤
穂
義
士
た
ち
を
慕
う
方
々
に

支
え
ら
れ
、
時
代
の
波
や
戦
火
を
潜
り
抜
け
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま

す
。
私
は
そ
の
想
い
を
引
き
継
ぎ
、
未
来
永
劫
護
持
し
て
参
る
所
存
で

す
。
墓
所
を
お
護
り
す
る
こ
と
と
は
、
単
に
墓
地
を
護
る
こ
と
で
は
な

く
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
、
な
ぜ
切
腹
し
、
な
ぜ
討
ち
入
っ
た
の
か
、

そ
の
時
、
浅
野
公
は
、
義
士
は
何
を
思
っ
た
の
か
、
図
り
得
な
い
問
い

を
後
の
世
に
残
し
て
い
く
、
伝
承
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

当
山
で
は
月
に
一
度
、
中
央
義
士
会
主
催
の
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
講
談
協
会
と
日
本
講
談
協
会
共
催
の
「
泉
岳
寺
講
談

会
」、
日
本
浪
曲
協
会
主
催
の
「
泉
岳
寺
浪
曲
会
」
の
催
し
を
行
っ
て
お

り
、
赤
穂
義
士
の
伝
承
の
場
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

赤
穂
義
士
は
、
講
談
や
歌
舞
伎
の
忠
臣
蔵
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
映
画

な
ど
で
多
く
描
か
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
義
士
の
こ
と
を
も
っ

と
知
っ
て
頂
き
た
い
、
そ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
日
々
模
索
し

て
お
り
ま
す
。

講
談
を
聴
い
て
お
り
ま
す
と
、
江
戸
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
、

江
戸
の
町
の
人
々
に
な
っ
た
気
分
に
な
っ
て
参
り
ま
す
。
当
時
、
ど
の

よ
う
に
義
士
た
ち
は
受
け
と
め
ら
れ
、
語
ら
れ
た
の
か
、
ま
だ
ま
だ
不

勉
強
の
身
で
す
の
で
、
学
ん
で
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

理
事
と
な
り
ま
し
て
か
ら
、
役
員
の
皆
様
と
赤
穂
市
を
訪
問
し
た
り
、

イ
タ
リ
ア
大
使
館
で
の
追
悼
法
要
を
執
り
行
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、

泉
岳
寺
を
飛
び
出
し
て
義
士
に
触
れ
る
機
会
を
多
く
頂
き
ま
し
た
。
特

に
赤
穂
で
は
牟
禮
市
長
を
始
め
、
赤
穂
義
士
を
語
り
継
ぐ
志
を
強
く
持

た
れ
た
皆
様
と
お
話
し
す
る
こ
と
が
で
き
、
伝
承
の
決
意
を
強
く
致
し

ま
し
た
。
ま
た
、
赤
穂
市
の
浅
野
家
・
赤
穂
義
士
の
菩
提
寺
、
花
岳
寺

の
ご
住
職
で
あ
る
片
山
老
師
は
、
私
の
大
学
の
先
輩
で
あ
り
、
阪
神
淡

路
大
震
災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
ご
縁
の
あ
る
方
で

す
。
再
び
こ
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

若
輩
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
赤
穂
義
士
の
伝
承
に
勤
め
て
参
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
の
御
支
援
・
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
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理
事
挨
拶

遠
藤
信
夫　

　

中
央
義
士
会
に
入
会
し
て
十
二
年
、
理
事
に
就
任
し

て
か
ら
十
年
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
は
大
手
旅

行
会
社
で
旅
を
テ
ー
マ
に
ツ
ア
ー
を
開
発
し
て
き
ま

し
た
。
テ
ー
マ
の
一
つ
に
歴
史
が
あ
り
、
忠
臣
蔵
シ

リ
ー
ズ
を
企
画
調
査
し
、
こ
れ
ま
で
に
、
都
内
は
じ

め
赤
穂
市
な
ど
に
点
在
す
る
様
々
な
史
蹟
巡
り
を
し

て
き
ま
し
た
。
引
退
後
も
引
き
続
き
忠
臣
蔵
史
蹟
巡

り
の
案
内
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
参
加
者
の
中
で
中

央
義
士
会
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
は
入

会
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
々
は
勉
強
会
な

ど
に
参
加
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ら
に
忠
臣
蔵
を
学
ば
れ

て
お
り
ま
す
。

　

一
昔
前
ま
で
は
忠
臣
蔵
が
映
画
や
テ
レ
ビ
で
盛
ん

に
放
映
さ
れ
、
大
勢
の
方
々
が
ツ
ア
ー
に
参
加
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
っ
て

か
、
非
常
に
少
な
く
な
り
、
特
に
若
い
人
の
参
加
が

激
減
し
て
い
ま
す
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、

今
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
積
極
的
に
忠
臣
蔵
に
関
す

る
講
演
会
や
現
地
集
合
型
ツ
ア
ー
な
ど
を
、
旅
行
会

社
を
通
じ
て
毎
月
実
施
し
、
都
内
か
ら
日
帰
り
や
一
、

二
泊
で
の
ツ
ア
ー
を
定
期
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
、

企
画
立
案
し
て
い
く
積
り
で
す
。

　

私
も
八
十
三
歳
に
な
り
ま
す
。
過
去
の
経
験
を
生

か
し
、
少
し
で
も
お
役
に
立
て
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
優
秀
な
ガ
イ
ド
を
養
成
す
る
こ
と
で

す
。
今
ま
で
は
知
識
や
技
術
の
上
に
社
会
一
般
常
識

を
備
え
尊
敬
さ
れ
る
人
間
性
を
持
っ
た
人
が
、
参
加

者
か
ら
最
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
心
技

一
体
で
す
。
心
が
先
で
知
識
技
術
は
そ
の
次
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
、
そ
れ

以
外
に
安
全
管
理
の
知
識
（
公
道
で
の
マ
ナ
ー
・
熱

中
症
対
策
・
急
病
の
対
応
・
地
震
・
災
害
対
応
な
ど
）

が
必
要
で
す
。
そ
れ
ら
を
研
修
で
学
び
、
資
格
を
取

得
し
公
認
ガ
イ
ド
と
し
て
、
忠
臣
蔵
の
ガ
イ
ド
が
で

き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
多
少
で
も
忠
臣
蔵
に
親
し
み
を
持
つ
人
々
が
増

え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
暖
か
い
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

理
事
挨
拶

進
藤　

務　

　

会
員
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
頃
か

ら
本
会
の
運
営
に
関
し
ま
し
て
、
多
大
な
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
り
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
理
事
を
拝
命
し
て
お
り
ま
す
進
藤
務

と
申
し
ま
す
。
月
日
が
過
ぎ
る
の
は
早
い
も
の
で
、

会
員
歴
は
二
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
年
十
月
に
中
央
義
士
会
創
立
百
周
年
記

念
の
会
を
東
京
ド
ー
ム
ホ
テ
ル
で
開
催
し
て
、
そ
の

お
手
伝
い
を
し
た
こ
と
を
つ
い
昨
日
の
こ
と
の
よ
う

に
思
い
出
し
ま
す
。
た
ま
た
ま
現
役
時
代
の
勤
務
先

が
築
地
明
石
町
の
浅
野
内
匠
頭
上
屋
敷
跡
で
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
元
禄
赤
穂
事
件
に
興
味
を
も
っ
て
忠

臣
蔵
の
真
実
を
コ
ツ
コ
ツ
と
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

　

本
会
は
同
好
の
士
の
集
ま
り
な
の
で
、
会
員
同
士

で
元
禄
赤
穂
事
件
や
忠
臣
蔵
に
つ
い
て
、
何
で
も
楽

し
く
語
り
合
え
る
雰
囲
気
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
会
員
の
み
な
さ
ま
か
ら
お
預
か

り
し
た
会
費
や
寄
付
金
は
適
正
か
つ
大
切
に
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
本
会
の
今
後
、
将
来

に
つ
い
て
懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ず
ば

り
後
継
者
不
足
で
す
。
忠
臣
蔵
、
元
禄
赤
穂
事
件
の

人
気
低
迷
が
続
く
中
で
も
本
会
を
引
き
継
い
で
赤
穂

義
士
の
遺
烈
を
語
り
継
い
で
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
。

　

会
員
の
み
な
さ
ま
に
、
忠
臣
蔵
に
興
味
を
も
つ
友

人
知
人
の
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
泉
岳
寺
に

お
誘
い
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
て
、
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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泉
岳
寺
と
英
公
使
館

─ 
赤
穂
浪
士
を
初
め
て
海
外
に

　
　

紹
介
し
た
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド 

─

蟹
江　

元　

　

最
近
の
泉
岳
寺
は
、
外
国
人
の
参
拝
者

の
方
が
多
く
て
、
ど
の
国
・
言
語
圏
か
ら

の
訪
問
が
多
い
の
か
、
且
つ
彼
ら
の
情
報

源
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
何
に
興
味
を
も
た

れ
て
い
る
か
中
央
義
士
会
も
知
っ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
世
界

に
初
め
て47RO

N
IN

S

を
出
版
で
紹
介
し

た
英
国
公
使
館
員
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
に
つ

い
て
書
い
て
み
た
。
本
稿
は
ミ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ド
の
紹
介
に
合
わ
せ
て
赤
穂
浪
士
と
し

て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
公
使
館
は
安
政
六
年

（
一
八
五
〇
）
東
禅
寺
（
港
区
高
輪
三
丁

目
）
に
置
か
れ
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
が
駐
在
し
て
い
た
。
オ
ー
ル
コ

ッ
ク
は
、
そ
の
著
『
大
君
の
都
─
日
本
滞

在
日
記
─
』
で
、
東
禅
寺
の
庭
園
な
ど
広

大
な
境
内
を
美
し
い
と
誉
め
讃
え
た
。
こ

の
寺
と
江
戸
湾
に
広
が
る
絶
景
は
素
晴
ら

し
く
海
上
禅
林
と
称
さ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
当
時
尊
王
攘
夷
運
動
が
吹
き
荒
れ

て
お
り
、
東
禅
寺
も
幕
命
で
公
使
館
を
置

い
た
は
ず
が
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
翌

年
に
は
、
早
く
も
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
付
き
の

通
訳
小
林
伝
吉
が
門
前
で
、
尊
王
攘
夷

派
に
襲
わ
れ
殺
害
さ
れ
た
。
文
久
元
年

（
一
八
六
一
）
に
は
、
水
戸
藩
浪
士
が
寺
を

襲
撃
し
書
記
官
ら
の
負
傷
と
、
襲
っ
た
水

戸
藩
尊
王
攘
夷
派
の
浪
士
や
警
備
し
て
い

た
幕
府
側
双
方
に
死
傷
者
が
出
て
し
ま
っ

た
。
文
久
二
年
に
は
護
衛
役
で
あ
っ
た
信

濃
松
本
藩
の
伊
藤
軍
兵
衛
が
襲
撃
し
、
英

人
水
兵
が
死
亡
し
た
。
こ
う
い
っ
た
騒
動

で
東
禅
寺
の
檀
家
が
動
揺
し
、
有
力
な
大

名
が
離
れ
る
事
態
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け

て
幕
府
は
各
国
の
公
使
館
を
ま
と
め
て
建

設
す
る
こ
と
に
し
、
御
殿
山
を
用
地
と
し

て
建
設
を
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
高
杉
晋
作

ら
の
尊
王
攘
夷
派
の
襲
撃
で
イ
ギ
リ
ス
公

使
館
の
部
分
も
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

の
後
任
と
し
て
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
が
横

浜
領
事
館
に
着
任
。
パ
ー
ク
ス
の
有
能
な

ス
タ
ッ
フ
だ
っ
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ

は
文
久
元
年
に
北
京
の
シ
ナ
商
務
部
の
通

訳
官
か
ら
横
浜
領
事
館
に
転
任
し
、
ア
ル

ジ
ャ
ー
ノ
ン
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
も
慶
応

二
年
（
一
八
六
六
）
十
月
に
北
京
公
使
館

か
ら
転
任
と
な
り
、
一
六
日
に
上
海
か
ら

横
浜
に
台
風
の
中
を
船
で
到
着
し
た
。
宿

舎
は
外
国
人
居
留
地
の
海
岸
通
り
に
決
ま

り
、
同
じ
造
り
の
家
に
サ
ト
ウ
と
公
使
館

付
医
官
ウ
ィ
リ
ス
が
住
み
、
三
人
で
公
使

館
村
を
形
成
し
た
。

　

慶
応
二
年
に
幕
府
が
イ
ギ
リ
ス
の
意
向

を
受
け
て
、
泉
岳
寺
門
前
に
公
使
館
を
建

設
し
た
。
泉
岳
寺
の
松
林
を
切
り
開
い
た

敷
地
四
九
九
三
坪
に
公
使
館
建
物
と
英
歩

兵
や
幕
府
の
護
衛
兵
屯
所
が
設
け
ら
れ
た
。

現
在
の
泉
岳
寺
前
児
童
遊
園
（
港
区
高
輪

二
丁
目
）
が
そ
の
一
部
で
あ
る
。
攘
夷
派

の
焼
き
討
ち
を
避
け
る
た
め
高
輪
接
遇
所

と
名
付
け
ら
れ
た
。
パ
ー
ク
ス
は
、
江
戸

に
公
使
館
を
置
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
た
ち
は
、
横
浜
大
火

の
数
日
前
そ
の
高
輪
に
二
、三
日
宿
泊
し

た
。
同
年
十
一
月
二
十
六
日
に
横
浜
大
火

が
あ
り
、
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
た
ち
の
借
り

て
い
た
家
も
焼
け
て
し
ま
い
、
こ
の
接
遇

所
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
高
い
板
塀
に
囲

ま
れ
長
い
木
造
の
建
物
が
二
棟
あ
り
、
一

つ
は
公
使
の
居
館
で
、
も
う
一
つ
が
、
職

員
宿
所
に
な
っ
て
い
た
。
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ド
は
二
等
書
記
官
で
サ
ト
ウ
は
通
訳
官
だ

っ
た
。
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
著
作
に
は
「
建

物
に
は
暖
炉
も
な
く
、
建
付
け
も
悪
く
隙

間
風
が
や
た
ら
と
入
っ
て
く
る
寒
い
普
請

だ
っ
た
」
と
し
て
日
本
家
屋
に
不
満
だ
っ

た
。
過
度
の
護
衛
を
嫌
い
、
サ
ト
ウ
と
ミ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
パ
ー
ク
ス
の
承
認
で
、

泉
岳
寺
の
塔
頭
寺
院
門
良
院
（
資
料 

高
輪

接
遇
所
・
泉
岳
寺
・
門
良
院
絵
図
）
を
借

り
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
こ
こ
か
ら
は
、
江

戸
湾
の
景
色
が
一
望
の
も
と
に
眺
め
ら
れ

る
小
高
い
丘
の
上
に
あ
っ
た
。
江
戸
の
町

は
ず
れ
で
は
最
も
美
し
い
場
所
の
一
つ
で
、

建
物
も
日
本
芸
術
の
粋
を
凝
ら
し
た
優
美

な
建
物
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
当
時
、
外
国

人
外
交
官
に
は
幕
府
が
、
泉
岳
寺
中
門
の

左
に
屯
所
を
置
い
た
別
手
組
と
い
う
警
備

兵
を
付
け
て
い
た
。
こ
の
警
備
兵
は
新
た

に
特
別
に
募
集
さ
れ
た
身
分
の
低
い
武
士

だ
が
、
護
衛
と
い
う
よ
り
も
行
動
の
監
視

が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
二
人
は

幕
府
が
定
め
た
境
界
線
の
外
に
住
む
初
め

て
の
外
国
人
と
な
っ
た
。
勿
論
公
使
館
は
、

横
浜
か
ら
派
遣
さ
れ
た
英
国
歩
兵
第
九
連

隊
が
警
備
を
し
て
い
た
が
、
門
良
院
は
対

象
外
な
の
で
別
手
組
だ
け
の
警
備
だ
っ
た
。

二
人
は
三
食
全
て
を
芝
車
町
の
万
清
楼
（
高

輪
二
丁
目
）
か
ら
運
ば
せ
和
食
で
賄
っ
て

い
た
。
因
み
に
、
万
清
楼
は
三
代
目
の
石

井
清
八
の
経
営
だ
っ
た
。

　

慶
応
三
年（
一
八
六
七
）に
パ
ー
ク
ス
は
、

横
浜
山
の
手
の
大
邸
宅
に
引
っ
越
し
た
。
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ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、「
春
に
な
る
と
門
良

院
は
鮮
や
か
な
新
緑
に
包
ま
れ
た
。
そ
し

て
初
夏
は
美
し
い
若
葉
に
彩
ら
れ
、
さ
ざ

波
が
輝
く
江
戸
湾
の
広
が
り
を
眼
下
に
見

遙
か
し
、
汐
風
に
た
わ
ん
だ
老
木
の
木
立

に
囲
ま
れ
て
、
住
ん
で
い
る
東
屋
風
の
建

物
は
ま
さ
に
絶
品
だ
」
と
し
て
い
る
。
日

本
に
来
た
当
時
は
、
木
造
建
築
を
あ
ば
ら

家
と
揶
揄
し
、
不
愉
快
な
印
象
ば
か
り
だ

っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
雲
泥
の
差
で
あ
る
。

こ
の
頃
に
は
、
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
日
本

滞
在
の
意
思
を
固
め
、
日
本
の
歴
史
・
文

化
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
の
ち
に
帰
国
し

て
出
版
す
る
『
昔
の
日
本
の
物
語
』
の
資

料
を
集
め
始
め
た
。
そ
の
動
機
は
お
そ
ら

く
切
腹
（
ハ
ラ
キ
リ
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の

物
語
の
最
初
に
四
十
七
浪
人
を
納
め
、
最

後
に
備
前
岡
山
藩
の
滝
善
三
郎
の
切
腹
（
神

戸
事
件
―
神
戸
三
宮
神
社
前
で
備
前
藩
兵

士
が
そ
の
隊
列
を
横
切
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人

水
兵
を
射
殺
し
、
銃
撃
戦
に
発
展
し
た
事

件
―
で
発
砲
を
命
じ
た
の
が
滝
だ
っ
た
）

に
立
ち
会
っ
た
経
験
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
年
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
攘
夷
派

の
数
名
に
門
良
院
を
襲
わ
れ
た
。
庭
の
細

い
道
に
貝
殻
を
撒
き
散
ら
し
、
踏
み
割
る

と
砕
け
る
音
が
す
る
よ
う
防
衛
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
が
そ
の
音
で

気
付
き
、
銃
で
身
構
え
た
の
で
彼
ら
は
逃

げ
て
し
ま
っ
た
。
攘
夷
派
の
一
部
は
、
海

外
勢
に
利
便
を
与
え
る
と
し
て
泉
岳
寺
を

理
不
尽
に
も
敵
視
し
て
い
た
。
品
川
の
飲

み
屋
街
は
当
時
の
攘
夷
派
の
拠
点
に
な
り
、

泉
岳
寺
は
あ
ま
り
に
も
近
過
ぎ
て
襲
撃
の

危
険
性
は
高
か
っ
た
が
、
門
良
院
の
住
居

は
、「
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
居
心
地
が
よ

く
、
働
き
過
ぎ
て
疲
労
困
憊
し
て
、
朝
早

く
浴
衣
を
羽
織
り
、
海
原
を
渡
っ
て
吹
い

て
く
る
さ
わ
や
か
な
汐
風
を
吸
い
込
む
と

き
、
し
み
じ
み
と
し
た
歓
喜
が
湧
い
て
く

る
。
そ
し
て
、『
昔
の
日
本
の
物
語
』
を
コ

ツ
コ
ツ
書
き
す
す
め
る
暇
も
で
き
、
原
稿

が
次
第
に
枚
数
を
重
ね
て
い
っ
た
」
と
あ

り
、
こ
こ
に
住
む
こ
と
で
赤
穂
浪
士
に
つ

い
て
書
い
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
。

　

泉
岳
寺
に
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）

五
月
に
藝
州
藩
な
ど
の
倒
幕
部
隊
が
品
川

よ
り
泉
岳
寺
に
来
て
、
翌
日
、
上
野
戦
争

（
彰
義
隊
）
に
参
戦
し
勝
利
す
る
と
、
そ

の
後
東
北
に
転
戦
し
た
。
そ
の
戦
死
者
墓

が
義
士
墓
域
を
出
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ミ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
パ
ー
ク
ス
に
付
い
て
大

阪
の
公
使
館
に
居
て
風
雲
急
の
日
本
の
情

勢
（
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
等
）
を
見
て
い

た
。
パ
ー
ク
ス
は
五
月
に
江
戸
に
向
か
う

が
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
七
月
に
引
き
揚
げ

て
横
浜
に
滞
在
し
た
あ
と
江
戸
に
入
っ
た
。

主
導
権
争
い
を
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ロ

ッ
シ
ュ
が
幕
府
の
崩
壊
で
地
位
を
落
と
し
、

パ
ー
ク
ス
は
完
全
に
勝
利
し
た
。
明
治
二

年
（
一
八
六
九
）
エ
ジ
ン
バ
ラ
公
が
日
本

を
訪
問
し
、
浜
離
宮
が
迎
賓
館
に
充
て
ら

れ
た
。
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
過
労
で
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
一
月
一
日
に
、
日
本

を
離
れ
て
帰
国
し
た
。
な
お
ア
ー
ネ
ス
ト
・

サ
ト
ウ
は
明
治
二
年
二
月
に
英
国
に
帰
国

し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
日
英
同
盟
締
結
そ
し
て
日
露

戦
争
の
勝
利
を
受
け
て
、
英
国
が
明
治
天

皇
に
ガ
ー
タ
ー
勲
章
授
与
を
決
め
、
そ
れ

を
コ
ン
ノ
ー
ト
公
ア
ー
サ
ー
殿
下
が
携
え
、

巡
洋
艦
で
横
浜
に
入
港
し
た
の
が
明
治

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
二
月
十
九
日
だ

っ
た
。
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
従
兄
弟
の
リ

ー
ズ
デ
ィ
ル
家
を
継
ぎ
、
リ
ー
ズ
デ
ィ
ル

卿
と
な
り
、
こ
の
使
節
団
の
首
席
随
員
と

し
て
の
再
来
日
だ
っ
た
。
横
浜
港
か
ら
離

日
し
た
の
が
三
月
十
六
日
な
の
で
一
か
月

近
く
の
滞
在
だ
っ
た
。

　

二
月
二
十
五
日
に
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は

駐
日
英
国
大
使
サ
ー
・
ク
ロ
ー
ド
・
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
と
泉
岳
寺
に
向
か
っ
た
。
ミ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ド
が
暮
ら
し
た
門
良
院
訪
問
は
、

今
回
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
本
堂

と
墓
地
を
残
し
て
、
住
居
と
し
た
建
物
は

ど
こ
に
も
見
当
た
ら
ず
、
昔
の
面
影
も
な

い
無
残
な
姿
と
化
し
、
手
入
れ
が
よ
く
綺

麗
だ
っ
た
庭
は
全
部
壊
さ
れ
て
い
た
。
寺

の
敷
地
は
売
ら
れ
た
の
か
、
貸
し
た
の
か
、

昔
は
花
が
咲
き
、
木
が
茂
っ
て
、
華
や
か

だ
っ
た
庭
に
は
一
面
に
小
さ
な
店
が
立
ち

並
び
、
野
菜
、
乾
魚
、
塩
漬
け
の
魚
、
安

い
お
茶
や
お
菓
子
な
ど
、
近
所
の
貧
し
い

人
々
の
た
め
の
粗
末
な
日
用
品
が
並
べ
ら

れ
、
気
の
滅
入
る
よ
う
な
光
景
で
、
す
っ

か
り
憂
鬱
な
気
持
ち
に
な
り
そ
こ
を
離
れ

た
。
近
代
化
に
よ
り
古
い
奇
麗
な
風
景
が

失
わ
れ
、
小
さ
く
雑
多
な
日
用
品
店
に
置

き
換
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
著
作
は
七
作
あ
り
、

『
昔
の
（
古
い
）
日
本
の
物
語
１
８
７
１
』

『
竹
の
園
１
８
９
６
』『
北
京
公
使
館
員

１
９
０
０
』『
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
日
本
日
記

英
国
貴
族
の
見
た
明
治
１
９
０
６
』（
日
本

へ
の
ガ
ー
タ
ー
勲
章
使
節
団
）『
石
の
悲

劇
１
９
１
２
』『
回
想
録
１
９
１
５
』『
続

回
想
録
１
９
１
７
』
で
あ
る
。
こ
の
『
昔

の
日
本
の
物
語
』
に
最
初
に
登
場
す
る
の

が
四
十
七
浪
人
（TH

E FO
R

T
Y-SEV

EN
 

RO
N

IN
S

）
で
、
赤
穂
浪
士
を
初
め
て
海

外
に
紹
介
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、『
仮
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名
手
本
忠
臣
蔵
』
は
、
早
く
か
ら
中
国
に

伝
わ
り
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

だ
が
、
実
話
は
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
紹
介
は
次
の
文
か
ら
始
ま
る
。「
十
八
世

紀
の
初
め
、
播
磨
国
に
赤
穂
城
主
浅
野
内

匠
頭
と
い
う
大
名
が
居
ま
し
た
。
帝
の
宮

廷
か
ら
勅
使
が
将
軍
に
派
遣
さ
れ
る
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
江
戸
で
は
内
匠
頭
と
も
う
一

人
の
貴
族
の
亀
井
様
が
、
そ
の
使
者
を
迎

え
て
饗
応
す
る
役
に
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、

そ
の
際
に
守
る
べ
き
適
切
な
儀
式
作
法
を

彼
ら
に
指
導
す
る
た
め
、
吉
良
上
野
介
と

い
う
幕
臣
の
高
官
が
任
命
さ
れ
た
」（
筆
者

訳
文
）
と
、
浅
野
内
匠
頭
と
と
も
に
勅
使

饗
応
役
を
拝
命
し
た
の
が
亀
井
と
な
っ
て

い
て
情
報
の
交
錯
が
見
ら
れ
る
。『
仮
名
手

本
忠
臣
蔵
』
の
影
響
も
あ
る
が
、
英
語
で

読
む
方
は
、
ア
マ
ゾ
ンK

indle

版
で
安
く

入
手
で
き
る
。
勿
論
、
本
も
ア
マ
ゾ
ン
の

印
刷
版
が
入
手
可
能
。

　

元
禄
赤
穂
事
件
に
つ
い
て
は
、
彼
が
二

月
二
十
五
日
日
曜
日
に
泉
岳
寺
を
訪
れ
た

と
き
に
、
既
に
自
著
で
紹
介
し
た
が
と
、

し
た
う
え
で
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。
以
下
、

少
し
長
く
な
る
が
、
筆
者
の
思
い
入
れ
を

排
除
し
て
、
英
国
に
伝
わ
っ
た
内
容
を
理

解
し
て
戴
く
た
め
、
長
岡
祥
三
が
訳
し
た

『
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
日
本
日
記
英
国
貴
族
の

見
た
明
治
』
の
文
章
を
転
載
す
る
。
草
履

の
紐
を
結
べ
と
の
浅
野
へ
の
命
令
が
発
端

と
い
う
の
は
、
他
の
話
と
の
混
同
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
伝
わ
り
方
は
面
白
い
。

　
「
将
軍
の
御
殿
で
は
朝
廷
か
ら
の
使
者
を

迎
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
芸
州
藩
の
分

家
で
貴
族
で
あ
っ
た
浅
野
内
匠
頭
は
、
使

者
を
接
待
す
る
役
に
任
命
さ
れ
た
。
幕
臣

吉
良
上
野
介
が
儀
式
が
恙
な
く
執
り
行
わ

れ
る
よ
う
に
浅
野
を
指
導
す
べ
く
特
命
を

受
け
た
。
吉
良
は
欲
の
深
い
堕
落
し
た
男

で
、
賄
賂
を
受
け
取
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

浅
野
公
が
吉
良
を
十
分
満
足
さ
せ
る
ほ
ど

の
贈
り
物
を
し
て
機
嫌
を
と
ら
な
か
っ
た

の
で
、
吉
良
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
侮
辱
を

何
度
も
浅
野
に
加
え
た
。
し
ば
ら
く
の
間
、

浅
野
は
吉
良
の
傲
慢
な
態
度
を
じ
っ
と
我

慢
し
て
い
た
が
、
つ
い
に
吉
良
が
草
履
の

紐
を
結
べ
と
浅
野
に
命
じ
た
時
、
彼
の
長

い
間
の
忍
耐
も
限
界
に
達
し
た
。
浅
野
は

刀
を
抜
い
て
追
い
か
け
、
彼
を
苦
し
め
て

き
た
吉
良
に
傷
を
負
わ
せ
た
。
城
中
で
、

こ
の
よ
う
な
事
件
を
犯
し
た
た
め
に
、
彼

は
罰
と
し
て
自
決
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
彼
自

身
は
死
を
宣
せ
ら
れ
、
彼
の
一
家
は
断
絶

の
判
決
を
受
け
た
。
幕
府
の
法
律
は
、
英

国
の
法
星
院
（
専
断
不
公
平
で
有
名
だ
っ

た
民
事
裁
判
所
）
の
法
律
よ
り
も
さ
ら
に

厳
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
そ
か
に
雪
辱

を
期
し
た
大
石
内
蔵
助
と
、
そ
の
一
党
が
、

疑
惑
の
目
を
逃
れ
て
吉
良
の
警
戒
を
解
く

た
め
、
長
い
月
日
の
間
散
ら
ば
っ
て
隠
れ

て
い
た
が
、
主
君
の
受
け
た
恥
辱
を
す
す

い
だ
の
は
一
七
〇
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

彼
ら
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
死
を
命
ぜ

ら
れ
、
勇
敢
な
男
ら
し
く
自
ら
の
手
で
切

腹
を
遂
げ
た
。
こ
の
悲
劇
的
な
物
語
は
伝

奇
的
な
事
件
と
不
思
議
な
興
味
あ
ふ
れ
る

物
語
で
、
戯
曲
に
も
な
っ
て
人
気
を
博
し

て
い
る
。
こ
の
物
語
は
日
本
の
あ
ら
ゆ
る

男
や
女
や
子
供
た
ち
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
話
で
あ
る
。
敵
討
ち
は
新
し
い
思
想
の

誕
生
と
法
律
に
よ
る
武
器
の
携
帯
禁
止
に

よ
っ
て
消
滅
し
た
が
、
彼
ら
四
十
七
士
の

思
い
出
は
常
に
変
わ
ら
ず
追
慕
さ
れ
、
そ

の
墓
は
神
様
と
同
じ
よ
う
な
尊
敬
を
集
め

て
い
る
。
封
建
時
代
の
騎
士
道
精
神
や
詩

歌
か
ら
何
世
紀
も
隔
て
ら
れ
た
我
々
に
と

っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
柄
は
遠
い
昔
の
こ
と

に
思
え
る
が
、
英
国
人
が
駅
馬
車
や
ラ
ッ

パ
銃
や
ハ
ウ
ン
ズ
ロ
ウ
・
ヒ
ー
ス
（
ロ
ン

ド
ン
の
南
西
部
に
あ
り
、
昔
、
追
い
剥
ぎ

が
よ
く
出
没
し
た
所
）
に
時
代
の
隔
た
り

を
感
じ
る
よ
り
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
物
語
は
、
よ
り
身
近
に
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
決
し
て

昔
の
夢
で
は
な
く
、
彼
ら
が
大
切
に
先
祖

か
ら
受
け
継
い
で
き
た
忠
義
と
愛
国
の
精

神
の
中
に
、
現
実
に
新
し
い
形
で
生
き
て

い
る
の
だ
。
こ
の
炎
が
消
え
る
の
は
、
ず

っ
と
遠
い
先
の
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
こ
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
現
に
新
し
い
時
代

に
対
応
し
つ
つ
も
、
こ
の
炎
は
現
在
も
続

い
て
中
央
義
士
会
は
そ
の
中
核
を
担
っ
て

い
る
。
続
い
て
明
治
の
時
代
に
お
け
る
日

本
人
の
四
十
七
士
に
対
す
る
追
慕
に
つ
い

て
語
る
。

　
「
四
十
七
士
が
、
主
君
を
辱
し
め
て
主
家

を
断
絶
さ
せ
た
男
に
復
讐
を
行
っ
て
か
ら
、

二
百
年
以
上
も
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
墓

所
は
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
神
聖
な
場
所
と
さ

れ
、
こ
の
忠
義
な
武
士
た
ち
の
記
憶
は
今

も
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
毎
日
の
よ
う

に
人
々
が
参
詣
に
き
て
、
花
を
供
え
、
線

香
を
焚
き
、
墓
前
に
名
刺
を
置
い
て
い
く
。

給
料
の
少
な
い
貧
し
い
兵
卒
も
、
老
婆
や

小
さ
い
子
供
た
ち
も
、
サ
ム
ラ
イ
や
職
人

や
百
姓
た
ち
も
、
皆
が
こ
れ
ら
の
勇
士
た

ち
の
胸
に
激
し
く
燃
え
上
が
っ
た
昔
の
日

本
の
精
神
に
対
し
、
敬
意
を
込
め
て
何
か

よ
い
お
供
え
物
を
す
る
た
め
に
、
小
銭
を

一
、二
枚
喜
捨
す
る
の
で
あ
る
」

　

昔
か
ら
神
聖
な
場
所
だ
っ
た
か
は
別
に

し
て
、
明
治
時
代
の
泉
岳
寺
の
状
況
が
見
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え
て
く
る
。

　

ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
こ
の
日
本
訪
問
で

四
十
七
士
に
関
係
す
る
体
験
を
し
た
。
一

つ
は
、
浅
野
侯
爵
の
嫡
男
に
会
い
、
大
石

の
次
男
の
系
統
の
子
孫
が
今
に
至
る
ま
で

侯
爵
の
家
来
と
し
て
仕
え
て
い
る
と
の
こ

と
で
、
会
わ
せ
て
く
れ
る
話
だ
っ
た
が
実

現
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
と
い
う
こ

と
。
も
う
一
つ
は
、
京
都
で
の
宴
会
の
席

で
弾
き
手
の
芸
者
の
話
と
し
て
、
大
石
内

蔵
助
が
復
讐
の
計
画
を
企
ん
だ
と
き
の
住

居
が
、
今
自
分
が
住
む
と
こ
ろ
な
の
を
誇

り
に
思
っ
て
い
て
、
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
が

四
十
七
人
の
物
語
を
翻
訳
し
た
こ
と
を
告

げ
る
と
、
と
て
も
喜
ん
だ
と
書
い
て
あ
る
。

　

門
良
院
は
元
禄
十
五
年
十
二
月
十
五
日

に
赤
穂
浪
士
が
泉
岳
寺
に
着
い
た
情
景
を

『
門
良
院
物
語
』
に
残
し
た
。
墨
田
区
緑

図
書
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容

は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ド
の
再
来
日
後
、
廃
寺
と
な
っ
て
い
て
、

わ
ず
か
四
、五
軒
の
檀
家
の
墓
所
が
残
る

の
み
と
な
っ
て
い
た
の
を
梅
庵
白
純
和
尚

が
譲
受
け
仏
殿
を
立
て
て
桐
ヶ
谷
寺
を
起

こ
し
た
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に

品
川
区
小
山
の
現
在
地
に
移
転
し
曹
洞
宗

の
門
良
山
桐
ヶ
谷
寺
と
し
て
平
成
十
五
年

（
二
〇
〇
三
）
に
建
て
た
本
堂
の
も
と
に
檀

家
数
も
数
多
い
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。
平

成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
御
殿
場
の
富
士

霊
園
に
墓
地
を
設
け
、
高
輪
の
門
良
院
墓

地
に
あ
っ
た
会
津
藩
士
墓
の
数
基
が
存
在

し
て
い
る
。

（
参
考
文
献
）

ヒ
ュ
ー
・
コ
ー
タ
ッ
ツ
ィ
（
中
須
賀
哲
朗
訳
）

『
あ
る
英
国
外
交
官
の
明
治
維
新
ミ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ド
の
回
想
』
中
央
公
論
社
１
９
８
６

  M
itford`s Japan 1985

ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
（
長

岡
祥
三
訳
）『
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
日
本
日
記

英
国
貴
族
の
見
た
明
治
』
講
談
社
学
術
文

庫
２
０
０
１
（『
英
国
貴
族
の
見
た
明
治
日

本
』
新
人
物
往
来
社
１
９
８
６
）

　

The　

Garter　
M

ission to Japan 1906

ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
『
昔

の
（
古
い
）
日
本
の
物
語
』

　

Tales of O
ld Japan 

「TH
E FO

R
T

Y 
-SEV

EN
 RO

N
IN

S

」1871　

Kindle

英
語

版
有
り

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
（
坂
田
精
一
訳
）

『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
岩
波
文
庫

１
９
６
０

　

A D
iplom

at in Japan1921

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
（
山
口

光
朔
訳
）『
大
君
の
都
─
幕
末
日
本
滞
在
記
─
』

岩
波
文
庫
１
９
６
２

　

The Capital of the Tycoon1863

江
戸
の
外
国
公
使
館
・
港
区
立
港
郷
土
資

料
館
２
０
０
５

港
区
立
港
郷
土
資
料
館
『
資
料
館
だ
よ

り
第
７
７
号
』「
石
井
家
資
料　

明
治
期

の
区
内
商
家
の
経
済
活
動
・
小
緑
一
平
」

２
０
１
６

港
区
史
通
史
編
近
世
・
港
区
２
０
２
１
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大
名
庭
園
調
査
発
表
会
に
出
席
し
て

進
藤　

務　

　

令
和
５
年
７
月
２
０
日
、
九
段
下
の
イ
タ
リ
ア
文

化
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
大
名
庭
園
調
査
発
表
会
」

に
柿
崎
理
事
長
と
出
席
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
３

月
の
イ
タ
リ
ア
大
使
館
訪
問
に
関
連
し
て
庭
園
の
調

査
を
大
学
研
究
者
が
行
っ
た
の
で
中
央
義
士
会
に
も

参
加
し
て
ほ
し
い
と
い
う
イ
タ
リ
ア
大
使
の
ご
招
待

を
受
け
た
も
の
で
す
。
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
下
さ

っ
た
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
駐
日
大
使
に
は
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

会
場
に
入
る
と
大
使
と
同
じ
最
前
列
に
名
前
が
貼

ら
れ
た
座
席
が
用
意
さ
れ
て
い
て
イ
タ
リ
ア
大
使
館

に
お
け
る
中
央
義
士
会
の
扱
い
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を

実
感
、
大
変
恐
縮
い
た
し
ま
し
た
。

　

発
表
会
は
、
最
初
に
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
大
使
の
ご
挨

拶
お
よ
び
日
本
と
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
解
説
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
は
、

慶
応
２
年
８
月
日
本
イ
タ
リ
ア
修
好
通
商
条
約
が
締

結
さ
れ
国
交
が
樹
立
、
条
約
締
結
署
名
し
た
場
所
が

軍
艦
マ
ジ
ェ
ン
タ
号
で
、
そ
の
条
約
は
国
立
公
文
書

館
に
保
管
し
て
あ
る
こ
と
な
ど
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
後
両
国
の
関
係
は
順
調
に
発
展
進
化
し
て

岩
倉
使
節
団
が
ロ
ー
マ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
、
ナ
ポ
リ
、

ベ
ネ
チ
ア
な
ど
を
訪
問
。
イ
タ
リ
ア
大
使
館
が
三
田

に
設
置
さ
れ
た
の
は
昭
和
４
年
か
ら
で
、
ベ
ネ
デ
ッ

テ
ィ
大
使
が
就
任
さ
れ
て
以
来
、「
日
本
庭
園
の
調
査

は
と
て
も
大
切
で
庭
園
は
都
心
に
隠
れ
た
宝
で
あ
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
大
使
館
と
し
て
庭
園

を
保
存
修
復
す
る
こ
と
が
当
面
の
大
き
な
目
標
で
素

晴
ら
し
い
お
庭
を
多
く
の
方
々
に
も
見
て
い
た
だ
き

た
い
」
と
の
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
法
政
大
学
陣
内
秀
信
教
授
は
じ
め
８
人

の
大
学
研
究
者
か
ら
庭
園
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
詳

細
な
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
イ
タ
リ
ア
大
使

館
は
、
江
戸
時
代
伊
予
松
山
松
平
家
の
中
屋
敷
で
古

地
図
を
比
較
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
回
遊
式
庭
園
で
当

時
武
士
の
訓
練
施
設
と
し
て
的
場
、
馬
場
が
あ
り
、

太
鼓
橋
に
藤
棚
、
池
に
は
和
船
が
浮
か
べ
ら
れ
池
を

東
西
に
分
断
す
る
堤
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

明
治
初
期
の
大
使
館
敷
地
図
に
は
松
方
正
義
の
敷
地

に
な
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
６
年

敷
地
図
に
も
築
山
、
馬
場
が
あ
り
明
治
２
０
年
頃
に

は
和
館
と
滝
が
新
設
、
南
側
丘
の
上
に
茶
室
が
あ
り

ま
し
た
。
現
在
赤
穂
義
士
切
腹
の
石
碑
が
建
っ
て
い

る
場
所
で
す
。
明
治
３
８
年
に
は
ジ
ョ
サ
イ
ア
コ
ン

ド
ル
の
設
計
に
よ
っ
て
洋
館
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
建
物
は
戦
災
に
よ
っ
て
消
失
、
昭

和
４
０
年
に
現
在
の
公
邸
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

今
後
大
名
庭
園
の
調
査
研
究
を
進
め
る
過
程
に
お

い
て
、
大
石
主
税
、
堀
部
安
兵
衛
等
、
赤
穂
義
士
十

名
が
切
腹
し
た
正
確
な
位
置
の
特
定
に
つ
な
が
る
こ

と
を
大
い
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

大学関係者のシンポジウム
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赤
穂
義
士
墓
域
ガ
イ
ド

柿
崎
輝
彦　

　

泉
岳
寺
様
か
ら
の
ご
依
頼
を
賜
り
、
赤
穂
義
士
墓
域
に
て

参
詣
者
を
対
象
に
当
会
で
、
ガ
イ
ド
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
勉
強
会
な
ど
を
通
し
て
中
央
義
士
会
会
員
を
対

象
に
案
内
者
を
募
る
と
、
多
く
の
方
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
、

早
々
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
開
催
す
る
と
、
二
日
間
で
約
二
十
名

以
上
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
併
せ
て
通
訳
の
出
来
る
方

を
探
し
た
と
こ
ろ
、
ご
紹
介
な
ど
で
七
月
の
開
始
時
に
は
三

名
（
現
在
は
五
名
）
の
英
会
話
堪
能
者
に
ご
協
力
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

先
ず
、
想
定
し
て
い
た
以
上
に
世
界
中
の
広
範
囲
か
ら
訪

れ
て
い
る
こ
と
、
義
士
墓
域
参
詣
の
動
機
が
一
様
で
は
な
く

人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
こ
と
、
且
つ
情
報
源
が
様
々
な
こ
と
が

特
筆
さ
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
、
ガ
イ
ド
を
し
た
方
か
ら
の

情
報
だ
け
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
二
十
カ
国
以
上
の
参
詣
者

を
確
認
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
七
月
の
ガ
イ
ド
開
始
と
同
時
に
、
日
本
語
と
英
語

表
記
の
赤
穂
義
士
墓
参
記
念
カ
ー
ド
（
名
刺
サ
イ
ズ
）
を
そ

れ
ぞ
れ
配
布
し
て
お
り
、
こ
れ
が
大
変
好
評
を
博
し
て
お
り

ま
す
。

　

福
本
日
南
墓
前
法
要

荻
原　

栄　

　

九
月
二
日
に
泉
岳
寺
の
福
本
日
南
の
供
養
墓
前
に
て
、
福

本
日
南
没
後
百
年
の
法
要
を
行
い
ま
し
た
。

泉
岳
寺
松
根
大
地
住
持
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
、
続
い
て
焼

香
と
進
み
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
理
事
と
評
議
員
の
一
部
に
限
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
暑
い
中
で
し
た
が
、
荘
厳
な
中
で
法
要
は
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

ガイドの様子

日本語カード　上段　表　下段　裏 英文カード　上段　表　下段　裏
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九
州
の
義
士
関
連
史
跡
を
訪
ね
て

柿
崎
輝
彦　

　

令
和
五
年
九
月
中
旬
、
松
岡
専
務
理
事
、
京
都
支
部
長
能

瀬
理
事
、
播
州
赤
穂
支
部
目
木
顧
問
の
四
人
で
九
州
に
点
在

す
る
元
禄
赤
穂
事
件
に
関
連
す
る
史
跡
を
訪
ね
た
。

　

博
多
駅
で
合
流
す
る
と
、
早
速
レ
ン
タ
カ
ー
に
乗
り
込

み
、
最
初
の
目
的
地
崇
福
寺
を
目
指
し
た
。

　

こ
こ
は
中
央
義
士
会
の
起
源
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
大
政

奉
還
ま
で
続
い
た
福
岡
城
主
黒
田
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
。

博
多
駅
か
ら
車
で
５
分
程
の
福
岡
県
庁
の
直
ぐ
西
側
に
位

置
す
る
。
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
十
二
月
十
四
日
に

当
会
創
設
者
福
本
日
南
（
本
名　

福
本
誠
）
が
本
堂
に
お
い

て
約
三
百
人
を
前
に
元
禄
赤
穂
事
件
に
関
す
る
講
義
を
し

た
所
縁
の
地
で
あ
る
。

傍
か
ら
見
る
本
堂
は
荘
厳
な
風
格
を
漂
わ
せ
、
広
大
な
境
内

の
奥
に
は
歴
代
城
主
ら
の
墓
地
が
あ
る
。
隣
接
す
る
一
般
墓

域
に
も
立
派
な
墓
が
多
く
見
ら
れ
、
中
で
も
初
期
の
玄
洋
社

を
率
い
た
頭
山
満
や
高
場
乱
を
配
す
る
玄
洋
社
墓
域
が
一

際
目
を
引
い
た
。

　

次
に
向
か
っ
た
の
は
、
大
石
内
蔵
助
の
京
都
で
の
妾
可
留

（
軽
、
梶
）
の
子
と
さ
れ
る
大
石
良
知
の
墓
で
あ
る
。

博
多
か
ら
直
線
で
西
に
約
６
０
km
離
れ
た
焼
き
物
の
街
と

し
て
有
名
な
伊
万
里
（
佐
賀
県
）
か
ら
松
浦
西
九
州
線
で
最

初
の
川
東
駅
近
く
の
小
高
い
岡
に
そ
の
墓
地
は
あ
り
、
墓
の

傍
ら
に
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
周
辺
に
案
内
看
板

は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。

　
『
お
可
留
の
子
と
さ
れ
る
』
と
い
っ
た
曖
昧
な
表
現
に
な

っ
た
の
は
、
可
留
は
討
入
り
前
の
元
禄
十
五
年
に
確
か
に
大

石
の
子
を
身
籠
も
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
出
産
し

た
と
の
確
か
な
情
報
は
存
在
し
な
い
。
も
し
も
無
事
出
産
し

て
い
た
と
し
て
も
勿
論
性
別
は
不
明
で
あ
る
。

　

伝
承
に
よ
る
と
、
良
知
は
大
坂
屋
吉
兵
衛
と
称
し
諸
国

流
浪
の
末
、
父
の
恩
師
山
鹿
素
行
の
ご
子
孫
と
所
縁
の
あ

る
平
戸
（
長
崎
）
を
目
指
す
な
か
で
伊
万
里
に
辿
り
着
き
、

地
元
の
薬
種
商
藤
田
家
に
世
話
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
約
三

年
足
ら
ず
で
体
調
を
壊
す
と
、
亡
く
な
る
直
前
自
身
は
大
石

内
蔵
助
の
忘
れ
形
見
だ
と
打
明
け
、宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）

十
月
二
十
六
日
不
帰
の
客
と
な
る
。
享
年
五
十
二
歳
、

　

年
齢
に
つ
い
て
は
辻
褄
が
合
う
も
の
の
、
良
知
が
歩
ん
だ

の
は
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
以
前
の
時
期
で
あ
り
、
遺
族
等
に
対

す
る
連
座
の
罪
は
解
か
れ
た
と
は
言
え
、
彼
等
の
遺
徳
に
対

し
て
身
内
が
積
極
的
に
発
言
す
る
の
を
遠
慮
し
て
い
た
時

代
で
あ
る
。
地
元
に
伝
わ
る
こ
の
一
方
的
な
僅
か
な
拙
い
情

報
を
し
て
全
面
的
に
事
実
認
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
こ
れ

ま
で
大
石
内
蔵
助
と
可
留
の
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
名
乗

り
出
た
の
は
こ
れ
ま
で
唯
一
良
知
だ
け
で
あ
り
、
今
後
も
出

て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
事
を
踏
ま
え
る
と
、
以
降
新
た
な
事
実

や
異
な
る
証
拠
が
出
て
こ
な
い
限
り
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
と

し
つ
つ
、
良
知
の
証
言
を
全
面
的
に
認
定
し
て
も
良
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

次
に
目
指
し
た
の
が
、
寺
坂
吉
右
衛
門
の
墓
と
伝
わ
る
八

女
（
福
岡
県
）
の
一
念
寺
。

大石良知と藤田家の由来 大石良知の墓
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寺
務
所
に
挨
拶
し
墓
の
場
所
を
確
認
す
る
と
、
本
堂
脇
の

道
を
入
っ
た
正
面
の
上
に
あ
る
と
の
こ
と
。
か
な
り
の
雑
草

が
生
い
茂
っ
た
石
段
を
上
が
る
と
平
地
が
開
け
、
中
央
に
一

基
の
墓
石
と
案
内
板
が
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
案
内
板
の
文
字

は
殆
ど
擦
れ
て
い
て
読
め
な
か
っ
た
の
で
、
墓
に
関
す
る
詳

し
い
経
緯
や
謂
れ
に
つ
い
て
は
、
後
日
一
念
寺
に
問
い
合
わ

せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

日
も
暮
れ
始
め
、
九
州
初
日
の
最
終
目
的
地
山
鹿
（
熊
本

県
）
へ
と
車
を
走
ら
せ
た
。

　

宿
に
到
着
す
る
や
、
山
鹿
支
部
長
の
宮
川
理
事
は
じ
め
平

成
堀
内
組
の
有
志
の
皆
様
方
の
歓
迎
を
受
け
早
速
懇
親
会

を
開
始
。
美
味
し
い
料
理
や
お
酒
と
共
に
楽
し
い
ひ
と
時
を

共
有
さ
せ
て
頂
き
友
好
を
深
め
た
。
御
同
席
頂
き
ま
し
た
皆

様
方
、
そ
の
節
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　

翌
朝
、
宮
川
支
部
長
の
ご
案
内
で
名
刹
日
輪
寺
を
訪
問
。

　

日
輪
寺
は
、
討
入
後
大
石
内
蔵
助
等
十
七
名
を
世
話
し
た

細
川
家
家
臣
堀
内
伝
右
衛
門
の
菩
提
寺
で
、
境
内
に
は
本
人

が
直
接
貰
い
受
け
た
十
七
名
の
遺
髪
を
埋
葬
し
た
遺
髪
塔

が
あ
り
、
傍
ら
に
は
堀
内
伝
右
衛
門
を
讃
え
る
顕
彰
碑
が
建

立
さ
れ
て
い
る
。

　

堀
内
伝
右
衛
門
ご
夫
妻
の
墓
前
で
手
を
合
わ
せ
た
後
、
本

堂
に
お
い
て
山
鹿
支
部
が
毎
月
開
催
し
て
い
る
定
例
の
勉

強
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
「
討
入
口
上
書
と
萱
野
三

平
遺
書
」
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
質
疑

応
答
の
質
の
高
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
参
加
さ
れ
た
方
々

の
真
剣
な
眼
差
し
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
。
昼
時
と
な
り
、

本
堂
横
の
風
流
な
佇
ま
い
の
「
と
き
処　

南
無
」
に
場
所
を

移
し
、
ご
住
職
自
ら
が
ご
用
意
さ
れ
た
ご
自
慢
の
精
進
料
理

に
舌
鼓
を
打
っ
た
。
午
後
は
宮
川
支
部
長
の
ご
案
内
で
地
元

出
身
の
軍
神
松
尾
敬
宇
氏
の
墓
参
後
に
生
家
を
訪
ね
る
な

ど
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

翌
日
は
熊
本
市
立
花
園
小
学
校
を
訪
ね
た
。
細
川
家
で
は

お
預
か
り
し
た
大
石
内
蔵
助
等
十
七
名
の
た
め
に
当
主
綱

利
公
が
新
調
さ
せ
た
と
す
る
手
水
鉢
を
見
学
し
た
。

伝寺坂吉右衛門の墓　一念寺

山鹿支部参加者一同

遺髪塔

堀内伝右衛門の墓
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細
川
家
の
家
臣
が
自
邸
で
愛
用
す
る
た
め
に
船
で
熊
本

ま
で
運
び
出
し
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
変
遷
を
経
て
花
園
小

学
校
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
細
川
邸
に
お
預
か
り
の
大
石

等
は
毎
日
こ
の
手
水
鉢
に
清
水
を
汲
み
入
れ
、
手
を
洗
い
口

を
そ
そ
い
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
見
学
の
途
中
校
長
先
生
が

お
越
し
に
な
り
、こ
の
場
所
は
「
洗
心
園
」
と
名
付
け
ら
れ
、

現
在
も
し
っ
か
り
と
維
持
保
存
管
理
さ
れ
て
い
る
な
ど
貴

重
な
お
話
し
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

心
温
ま
る
お
話
し
に
触
れ
た
後
は
勢
い
南
下
し
、
鹿
児
島

県
北
西
部
に
位
置
す
る
出
水
市
に
車
を
走
ら
せ
た
。

米
ノ
津
駅
か
ら
東
に
少
し
行
っ
た
墓
地
に
寺
坂
吉
右
衛
門

と
さ
れ
る
墓
が
あ
る
。
や
は
り
周
辺
に
案
内
看
板
は
見
当
た

ら
ず
、
知
る
人
ぞ
知
る
史
跡
の
よ
う
で
あ
る
。
墓
地
中
程
に

あ
る
墓
の
傍
ら
に
は
「
伝
・
寺
坂
吉
右
衛
門
の
墓
」（
出
水

市
教
育
委
員
会
）
の
説
明
板
が
建
ち
、
そ
こ
に
は
本
名
で
は

な
い
山
右
衛
門
を
名
乗
り
地
元
の
若
者
達
に
文
武
の
道
を

教
え
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
こ
の
地
で
寂
し
く
没
す

る
と
、
彼
の
門
弟
等
に
よ
っ
て
墓
碑
が
建
立
さ
れ
た
と
あ

る
。
し
か
し
、
実
在
し
た
四
十
七
士
の
寺
坂
吉
右
衛
門
は
、

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
江
戸
で
没
し
、麻
布
曹
渓
寺
（
東

京
都
港
区
）
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

　

九
州
で
の
最
後
の
訪
問
地
は
、
高
輪
泉
岳
寺
の
赤
穂
義
士

墓
域
を
模
し
た
一
画
を
有
す
る
興
宗
禅
寺
（
福
岡
市
南
区
）

で
あ
る
。

　

境
内
に
観
音
菩
薩
が
彫
ら
れ
た
岩
屋
が
あ
る
こ
と
か
ら

地
元
で
は
通
称
穴
観
音
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
一
方

で
昭
和
初
期
に
赤
穂
義
士
の
忠
義
忠
誠
心
に
感
銘
を
受
け

た
地
元
の
篤
志
家
の
寄
進
に
よ
り
義
士
墓
域
が
復
元
さ
れ
、

義
士
の
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

境
内
奥
に
は
、
泉
岳
寺
義
士
墓
域
へ
の
参
道
を
模
し
た

「
血
染
め
の
石
」「
首
洗
い
の
井
戸
」「
義
商
天
野
屋
利
兵
衛

顕
彰
碑
」
が
並
び
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
赤
穂
義
士
墓
域
が
あ

る
。
毎
年
十
二
月
十
四
日
に
は
義
士
祭
が
営
ま
れ
、
義
士
墓

前
で
の
法
要
、
献
茶
、
筑
前
琵
琶
の
演
奏
、
境
内
で
は
蕎
麦

や
粥
が
振
る
舞
わ
れ
、
黒
田
藩
の
砲
術
「
陽
流
抱
え
大
筒
」

が
披
露
さ
れ
る
な
ど
、
思
い
の
ほ
か
盛
大
な
義
士
祭
が
開
催

さ
れ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
篤
志
家
の
偉
績
に
敬
意
を
表
し

義
士
墓
に
頭
を
垂
れ
た
。

　

他
に
長
崎
県
五
島
列
島
の
ひ
と
つ
久
賀
島
に
も
寺
坂
吉

右
衛
門
と
伝
わ
る
墓
が
あ
る
。
赤
穂
義
士
所
縁
の
地
を
巡
ら

れ
る
方
が
意
外
と
多
い
と
聞
く
。
九
州
方
面
に
お
立
ち
寄
り

の
際
に
は
是
非
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

手水鉢

伝寺坂吉右衛門の墓

興宗禅寺
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浅
野
内
匠
頭
長
矩
と

　
　
　
　

赤
穂
義
士
の
気
持
ち

松
岡
康
彦　

　

赤
穂
義
士
の
討
ち
入
り
迄
の
気
持
ち
が
、
四
十
七
士
そ
れ

ぞ
れ
で
あ
る
こ
と
は
皆
様
ご
承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

今
回
は
公
認
心
理
師
と
精
神
保
健
福
祉
士
か
ら
見
立
て
た

私
な
り
の
推
察
を
語
り
ま
す
。

　

一
番
先
に
お
話
し
た
い
こ
と
は
５
万
石
の
殿
様
で
あ
る

浅
野
内
匠
頭
長
矩
が
な
ぜ
故
に
松
之
廊
下
で
刃
傷
に
及
ん

だ
の
か
を
考
え
た
時
に
、
も
し
も
、
武
士
と
し
て
恥
を
か
か

さ
れ
た
あ
の
場
面
で
、
武
士
の
面
目
を
重
ん
じ
ず
刃
傷
に
及

ば
な
け
れ
ば
、
末
代
迄
播
州
赤
穂
の
殿
様
は
恥
を
か
か
さ
れ

て
も
じ
っ
と
堪
え
る
腰
抜
け
大
名
と
言
わ
れ
て
い
た
で
し

ょ
う
。
勿
論
の
こ
と
、
殿
様
と
と
も
に
家
来
た
ち
も
同
様
に

扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
以
後
、
赤
穂
の
武
士
は
、

浅
野
の
家
臣
は
生
涯
腰
抜
け
者
と
言
わ
れ
続
け
、
武
士
の
面

目
は
丸
潰
れ
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
正
し
く
末
代
迄
続
く
風
評

被
害
で
す
。

　

浅
野
内
匠
頭
長
矩
に
対
し
て
殿
様
と
し
て
の
自
覚
が
足

り
ず
、
精
神
的
に
問
題
が
あ
っ
た
と
恰
も
真
実
で
あ
る
か
の

よ
う
に
言
う
人
が
お
り
ま
す
が
、
カ
ル
テ
も
残
さ
れ
て
な
い

こ
と
か
ら
、
何
を
根
拠
と
す
る
の
か
が
不
明
で
、
全
く
い
い

加
減
な
発
言
と
言
え
ま
す
。

　

次
は
赤
穂
義
士
の
中
で
一
番
好
き
だ
と
言
う
人
が
多
い

大
石
内
蔵
助
良
雄
で
す
。

赤
穂
市
御
崎
地
区
に
「
補
陀
山
正
福
寺
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
に
は
播
州
赤
穂
城
空
け
渡
し
の
時
に
、
内
蔵
助
が
良
雪
和

尚
に
贈
っ
た
３
段
の
お
菓
子
箱
と
そ
の
書
状
が
保
管
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
お
城
を
明
け
渡
す
際
に
内
蔵
助
の
万
感
の
思

い
を
込
め
た
品
で
す
。
二
人
の
交
流
は
「
ニ
良
の
交
わ
り
」

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
討
入
り
の
決
断
に
至
る

言
葉
と
し
て
「
君
辱
臣
死
」
を
内
蔵
助
に
話
し
た
の
も
良
雪

和
尚
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
者
の
関
係
に
は
人
間
味
溢
れ
る

大
石
内
蔵
助
良
雄
の
一
面
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
さ
て
皆
様
の
一
番
人
気
は
な
ん
と
言
っ
て
も
堀
部

安
兵
衛
武
庸
で
す
ね
。

　

浪
人
し
て
新
潟
新
発
田
か
ら
江
戸
に
出
て
き
た
侍
が
、
剣

術
を
活
か
し
て
ご
存
知
高
田
馬
場
の
決
闘
で
名
を
馳
せ
、
大

名
に
も
知
ら
れ
る
存
在
と
な
り
、
浅
野
家
家
臣
堀
部
弥
兵
衛

の
娘
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
や
、
義
父
の
主
君
で
あ
る

浅
野
内
匠
頭
長
矩
公
か
ら
直
々
に
２
０
０
石
で
馬
廻
役
を

拝
受
。
し
か
も
中
山
姓
の
ま
ま
で
良
い
と
の
お
墨
付
き
ま
で

も
ら
い
ま
す
。
彼
は
浅
野
家
改
易
後
「
江
戸
急
進
派
」
な
ど

と
称
さ
れ
、
一
貫
し
て
主
君
の
仇
討
ち
に
前
の
め
り
で
し
た

が
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
在
し
ま
す
。

　

敢
え
て
例
え
た
と
す
れ
ば
、
非
正
規
雇
用
で
月
給
18
万
円

だ
っ
た
人
が
、
い
き
な
り
年
俸
２
、０
０
０
万
円
で
我
が
社

に
来
て
欲
し
い
と
社
長
か
ら
直
々
に
雇
わ
れ
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
浅
野
家
家
臣
と
な
っ
た
安
兵
衛
が
殿
様
に
強
い

恩
義
を
感
じ
、
事
件
後
仇
討
ち
一
筋
に
ひ
た
走
る
の
も
当
然

の
こ
と
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。「
江
戸
急
進
派
」
と
言
う
よ

り
私
は
「
殿
様
恩
義
派
」
と
名
付
け
た
い
で
す
。

　

矢
頭
右
衛
門
七
教
兼
は
大
石
主
税
良
金
に
次
い
で
若
い

義
士
で
し
た
。

　

17
才
の
若
さ
で
父
の
遺
言
を
聞
き
入
れ
、
殿
様
の
た
め
に

討
ち
入
る
気
持
ち
に
な
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、「
内
発
的

動
機
づ
け
」
で
討
ち
入
り
に
参
加
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

も
の
と
考
え
ま
す
。

　

心
理
学
で
は
、
人
の
や
る
気
を
起
こ
す
に
は
「
外
発
的
動

機
づ
け
」
と
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
が
あ
り
ま
す
。
貧
し
い

生
活
を
強
い
ら
れ
た
若
武
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
討

ち
入
り
に
加
わ
っ
た
の
は
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
そ
の
も
の

と
言
え
ま
す
。
こ
れ
は
四
十
七
士
全
員
に
当
て
嵌
ま
り
ま

す
。「
外
発
的
動
機
づ
け
」
は
例
え
ば
給
料
ア
ッ
プ
す
る
の

で
働
く
。
ゲ
ー
ム
を
買
っ
て
も
ら
え
る
の
で
勉
強
す
る
な
ど

外
か
ら
の
力
が
活
動
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し

て
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
は
自
分
自
身
の
内
か
ら
湧
い
て
く

る
力
が
活
動
の
原
動
力
と
な
り
ま
す
。
赤
穂
義
士
四
十
七
士

の
討
ち
入
り
の
原
動
力
は
、
正
に
心
身
か
ら
湧
き
出
る
武
士

と
し
て
の
面
目
、
恩
義
、
忠
義
、
忠
誠
心
か
ら
で
す
。

　

心
理
の
側
面
か
ら
赤
穂
義
士
を
見
立
て
て
書
き
ま
し
た
。

彼
等
の
武
士
と
し
て
の
「
潔
さ
」
と
「
琴
線
に
触
れ
る
思
い
」

を
末
代
迄
語
り
継
ぎ
た
い
の
が
私
の
心
底
か
ら
の
願
い
で
す
。
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忠臣蔵講座のお知らせ
荻原　栄

　これまで「月一勉強会」として、勉強会を開催してきましたが、来年から「忠臣蔵講座」として、再出発
いたします。
　令和６年は「元禄赤穂事件のポイント」として、刃傷事件や討入りなどに至る、人物やターニングポイン
トとなる出来事などを解説していきます。
　

［開催場所］これまでと同じ港区泉岳寺講堂です。

［日時と内容］

１回目　令和６年２月２５日（日）１４：００～１６：００（時間は延びる可能性があります）

　「勅使饗応役」

　①饗応役拝命

　②吉良上野介の京都行き

　③吉良上野介の財政状況

２回目　令和６年４月７日（日）１４：００～１６：００（時間は延びる可能性があります）

　「刃傷事件」

　①吉良上野介と浅野内匠頭との確執

　②勅使伝奏屋敷に入る

　③早駕籠走る

３回目　令和６年６月２日（日）　１４：００～１６：００（時間は延びる可能性があります）

　「赤穂城明け渡し」

　①明け渡し時のさまざまな事件

　②幕府への脅迫状

　③大石内蔵助の真意

　④親戚大名・旗本はどう動いたか

４回目　令和６年８月４日（日）１４：００～１６：００（時間は延びる可能性があります）

　「討入り　その１」

　①綿屋善右衛門の援助

　②討入り日の探索

５回目　令和６年１０年６日（日）１４：００～１６：００（時間は延びる可能性があります）

　「討入り　その２」

　①萱野三平と討入り口上書

　②寺坂吉右衛門は逃亡したのか

［参加費］

　・会員　１，０００円／回　　５回分一括払いの場合　４，０００円

　・一般　１，５００円／回　　５回分一括払いの場合　７，０００円

［申込］

　下記宛てに郵便局から青色の払込取扱票で、通信欄に参加者氏名と参加日を記入の上参加費をお振り込み

　下さい。

　　　　　中央義士会　００２５０－９－１３９１００
また、下記のメールまたはＦＡＸ、架電にてもご連絡下さい。

　　　　　メール　chuogishikai@asahi.email.ne.jp  　TEL/FAX　03-3630-1927
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忠臣蔵愛好会のご案内
赤穂義士引揚げルートを歩く

　恒例の「赤穂義士引揚げルートを歩く会」を下記要領にて開催いたします。
　中央義士会が長年検証してきた結果、より史実に近いコースを歩きます。
　参加者は全員トラベルイヤホンを着装し歩きながら説明を聞け、昼食もセットされている安心
快適なツアーとなっております。　是非ともこの機会にご参加くださいませ。
　尚、昼食会場の都合上、お申込み受付は先着６０名様までとさせて頂きます。

１．日時：令和６年１月２８日（日）　　※雨天中止、小雨決行。

集合 ：９時００分　　　ＪＲ総武線　両国駅　西口改札付近

出発：９時３０分　　　時間厳守

　　　　　　　　１６時００分　　泉岳寺到着予定

２．ルート：両国駅　～　永代橋　～　築地本願寺　～　田町　～　泉岳寺　　約１２ｋｍ

３．主な立ち寄り地：　（途中、随時トイレ休憩をとります）

①吉良邸跡　（本所松坂公園）

②播州赤穂浅野家上屋敷跡　（聖路加国際大学）

　※昼食休憩　（予約済み会場）

③西本願寺（築地本願寺）

④陸奥仙台松平家上屋敷跡　（日本テレビ）

⑤高輪泉岳寺

４．説明：中央義士会会員

５．会費：４，３００円　　※昼食代含む

　　　　　当日、別途資料代徴収（コピー１枚に付き１０円）

６．申込：中央義士会メール chuogishikai@tokyo.email.ne.jp、
または０９０－２３８５－３２２４（柿崎の携帯）にショートメールにて
参加者氏名と携帯番号を通知し、受付確認（中央義士会からの返信）後に、会費を下記宛に
郵便振替（青色の払込取扱票）にて振り込んで下さい。

　　　　　　中央義士会　００２５０－９－１３９１００　　

振替用紙の通信欄には「1 月２８日忠臣蔵愛好会」とご記入下さい。
参加申込（振込み）期限は 1 月 18 日（木）といたしますが、参加申込者数が定員の６０名に
なり次第、受付は終了させて頂きます。

７．その他：お申し込み後、欠席される場合は、下記メールまたは携帯に連絡をお願いいたします。
　　　　　　欠席された場合、会費の払い戻しはいたしません。

　　企画協力　　中央義士会　　　　後援　　ＮＰＯ法人忠臣蔵倶楽部　・　全国義士会連合会

　　企画実施　　株式会社阪急交通社

　　メール　chuogishikai@tokyo.email.ne.jp

　　当日連絡先　090-2385-3224　（柿崎）
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年　月　日 項　　　　目 備　　　　考

R5.1.15 案内状等発送作業 田町　リーブラ

1.22 臨時理事会 泉岳寺　講堂

1.22 第１３０回勉強会 泉岳寺　講堂

1.19 テレビ取材（三山ひろしの学問のす々め　２月 25 日放映） 泉岳寺、大石等切腹地（細川邸跡）

1.29 引揚げルートを歩く会 都内

2.4 赤穂義士３２１回忌法要 泉岳寺　柿崎理事長他４名参列

3.12 臨時理事会 泉岳寺　講堂

3.12 浅野内匠頭追憶の集い　３２３回忌法要 泉岳寺

3.13 イタリア大使館訪問・法要 柿崎理事長他９名

3.26 桜泉会 都内　大手町他

4.1 切腹地公開 大石等切腹地（細川邸跡）

4.2 臨時理事会 泉岳寺　講堂

4.2 第１３１回勉強会 泉岳寺　講堂

4.17 ～ 19 京都・赤穂訪問 柿崎理事長、松岡常務理事、能勢理事

5.28 臨時理事会 泉岳寺　講堂

6.3 イタリア共和国建国記念レセプション訪問 イタリア大使館　柿崎理事長

6.4 役員会 泉岳寺　講堂

6.4 第１３２回勉強会 泉岳寺　講堂

7.2 臨時理事会、会報発送作業 田町リープラ

7.2 赤穂義士墓域ガイドのためのガイダンス 泉岳寺　12 名参加

7.9 赤穂義士墓域ガイドのためのガイダンス 泉岳寺　11 名参加

7.20 イタリア文化会館にて大名庭園研究調査発表会 柿崎理事長、進藤理事

8.6 臨時理事会 泉岳寺　講堂

8.6 第１３３回勉強会 泉岳寺　講堂

9.2 福本日南命日法要 泉岳寺　柿崎理事長他９名

9.2 臨時理事会、赤穂義士顕彰碑設立委員会 泉岳寺　講堂

９月中旬 九州山鹿支部訪問並びに史跡探訪 柿崎理事長、松岡常務理事、能瀬理事、目木赤穂支部顧問

10.1 第１３４回勉強会・臨時理事会 泉岳寺　講堂

10.8 12 月 14 日赤穂義士追憶の集い発送作業 田町リープラ

10.19 全国義士会連合会総会 泉岳寺

10.20 全国義士会連合会バスツアー 都内（赤穂義士関連史跡巡り）

11.5 臨時理事会 泉岳寺　講堂

12.3 臨時理事会、会報発送作業 田町　リーブラ、　泉岳寺　講堂

12.14 赤穂義士追憶の集い　　会報 No75 発行 泉岳寺、編集委員会

毎月（除く 12 月） 泉岳寺講談会（14 日）お手伝い 泉岳寺　講堂　坂藤評議員他

毎奇数月 泉岳寺浪曲会（第３日曜日）お手伝い 泉岳寺　講堂　坂藤評議員他

土日祝（７月～） 泉岳寺義士墓ガイド 泉岳寺　赤穂義士墓域

令和５年　中央義士会　業務報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進藤　務
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全
国
義
士
会
連
合
会
総
会
行
わ
れ
る

　

令
和
五
年
十
月
十
九
日
に
、
三
十
年
ぶ
り
の
全
国
義
士
会

連
合
会
総
会
が
泉
岳
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

　

全
国
の
義
士
会
九
団
体
か
ら
三
十
三
名
の
方
が
お
集
ま

り
に
な
ら
れ
た
。
参
加
団
体
は
、
北
か
ら
、
北
海
道
義
士
会
、

笠
間
義
士
会
、
京
都
山
科
義
士
会
、
京
都
義
士
会
、
大
阪
義

士
会
、
赤
穂
義
士
顕
彰
会
、
赤
穂
義
士
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

忠
臣
蔵
倶
楽
部
、
中
央
義
士
会
で
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
か

ら
武
庸
会
の
方
々
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
う
ち
、
京
都
義
士
会
と
大
阪
義
士
会
は
、
ご
都

合
に
よ
り
欠
席
。
挨
拶
の
代
読
と
紹
介
を
事
務
局
に
て
行
わ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

ま
ず
、
泉
岳
寺
本
堂
に
お
い
て
法
要
。
そ
の
後
、
庫
裏
二

階
に
移
り
総
会
。
総
会
は
会
長
挨
拶
、
加
盟
義
士
会
毎
に
活

動
内
容
の
紹
介
並
び
に
今
後
の
活
動
等
が
発
表
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
講
堂
に
移
り
余
興
の
浪
曲
会
。
夜
は
更
に
新
橋
に
会

場
を
移
し
て
懇
親
会
を
開
催
し
た
。
翌
二
十
日
は
、
大
型
バ

ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
、
都
内
忠
臣
蔵
関
連
史
跡
を
巡
っ
た
。

　

じ
つ
に
、
三
十
年
ぶ
り
の
総
会
は
盛
会
で
、

全
義
連
加
盟
団
体
の
方
々
の
親
睦
が
図
ら

れ
、
今
後
の
協
力
体
制
構
築
に
向
け
て
の
一

歩
が
踏
み
出
せ
た
。

　

な
お
、
詳
細
は
来
年
発
行
の
全
国
義
士
会

連
合
会
会
報
で
ご
報
告
す
る
。

（
事
務
局
）

編 

集 

後 

記

　

三
十
年
ぶ
り
に
全
国
義
士
会
連
合
会
総
会
が

行
わ
れ
た
。
全
国
九
団
体
か
ら
、
三
十
三
名
が

参
加
さ
れ
た
。
久
し
振
り
の
開
催
の
た
め
、
ま

ず
は
顔
合
わ
せ
と
親
睦
が
中
心
と
な
っ
た
が
、

大
変
有
意
義
で
あ
り
、
今
後
も
忠
臣
蔵
を
広
め

る
た
め
一
致
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
全
国
的
な
活
動
に
弾
み
が
つ
い
た
と
思
う
。

　

今
年
の
七
月
か
ら
、
泉
岳
寺
の
赤
穂
義
士
墓

域
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
を
開
始
し
た
。
泉
岳
寺

様
の
ご
要
望
に
よ
り
、
土
日
限
定
で
は
あ
る

が
、
義
士
墓
に
詣
で
る
方
々
に
説
明
を
行
っ
て

い
る
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
明
け
も
あ
っ
て
、
外
国

か
ら
の
参
拝
客
が
多
く
な
っ
た
。
歴
史
と
し
て

の
赤
穂
義
士
の
討
入
り
は
、
海
外
で
も
評
判
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
大
使
館
主
催
の
行
事
に
、
当
会
も

何
度
か
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
大
使
館
は
大
石
主
税
な
ど
十
名
の
義
士
を

預
か
っ
た
、
松
山
松
平
家
の
屋
敷
跡
で
あ
る
。

そ
の
庭
園
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
、
大

学
の
研
究
者
に
よ
り
学
術
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
。
主
税
た
ち
が
切
腹
し
た
位
置
な
ど
の
詳
細

が
分
か
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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湯
原
玲
奈

全国義士会連合会総会　泉岳寺庫裏において

浪曲会　国本はる乃さんの浪曲　泉岳寺講堂において

第75号 令和５年 12 月

（16）


