
　

こ
の
連
載
の
第
二
回
に
、
岬
之
町
で
暗
殺
さ

れ
た
幕
末
の
勤
皇
の
志
士
、
真
木
菊
四
郎
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
た
。
彼
の
命
日
で
あ
る
二
月

十
四
日
に
は
、
紅
石
山
に
あ
る
彼
の
墓
（
地
図

①
）
の
前
で
赤
間
神
宮
主
催
の
「
真ま

木き

祭さ
い

」
が

開
催
さ
れ
る
。
赤
間
神
宮
の
水
野
直
房
宮
司
か

ら
ご
案
内
を
頂
き
、
今
年
の
真
木
祭
に
参
加
し

て
き
た
。
当
日
は
雨
で
あ
っ
た
た
め
、
墓
前
で

は
な
く
赤
間
神
宮
の
建
物
の
中
で
、
神
事
と
琵

琶
・
詩
吟
の
奉
納
が
行
わ
れ
た
。
詩
吟
で
は
菊

四
郎
の
父
、
真
木
和
泉
の
業
績
が
詠
じ
ら
れ
、

筑
前
琵
琶
の
演
奏
で
は
菊
四
郎
の
生
涯
が
歌
い

上
げ
ら
れ
た
が
、
ど
ち
ら
も
実
に
見
事
な
も
の

で
あ
っ
た
。
琵
琶
の
演
奏
を
聴
き
な
が
ら
、
下

関
の
歴
史
に
登
場
す
る
三
人
の
琵
琶
奏
者
の
こ

と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
以
下
で
は
、
赤
間
神

宮
を
出
発
点
と
し
て
、
こ
の
三
人
の
縁
ゆ
か
り

の
地
を

訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

最
初
の
琵
琶
奏
者
は
怪
談
話
に
登
場
す
る
耳

な
し
芳
一
で
あ
る
。
芳
一
と
い
う
琵
琶
法
師

は
、
物
語
の
中
に
描
か
れ
た
架
空
の
人
物
な
の

だ
が
、
そ
の
物
語
は
誰
も
が
知
っ
て
い
て
、
実

在
の
人
物
以
上
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
。

　

下
関
市
阿
弥
陀
寺
町
に
あ
る
赤
間
神
宮
は
、

壇
ノ
浦
の
合
戦
で
入
水
崩
御
さ
れ
た
安
徳
天
皇

を
祀
る
神
社
で
あ
る
。
そ
の
地
名
が
示
す
と
お

り
、
江
戸
時
代
ま
で
こ
の
地
に
置
か
れ
て
い
た

の
は
、
神
社
で
は
な
く
阿
弥
陀
寺
と
い
う
お
寺

で
、安
徳
天
皇
と
平
家
一
門
を
供
養
し
て
い
た
。

そ
れ
が
、
明
治
以
降
、
天
皇
を
祀
る
の
に
お
寺

な
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、
神
社
に
改
め
ら
れ

た
。
今
で
も
、
赤
間
神
宮
の
境
内
の
横
に
、
平

家
の
武
将
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
「
七な
な
も
り
づ
か

盛
塚
」
が

あ
り
、
観
光
名
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
墓
所
の
前
に
耳
な
し
芳
一
の
木
像
の
納
め

ら
れ
た
お
堂
が
置
か
れ
て
い
る
（
地
図
②
）。

耳
な
し
芳
一
は
こ
の
阿
弥
陀
寺
に
住
ん
で
い
た

琵
琶
法
師
で
、
彼
が
平
家
の
亡
霊
に
導
か
れ
て

琵
琶
を
弾
い
た
の
は
、
こ
の
七
盛
塚
の
前
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
我
々
が
こ
の
伝
説
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
い
る
の
は
、小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
）
が
英
文
で
綴
っ
た
「
怪
談
（
原
題
は

"Kw
aidan"

）」
と
い
う
短
編
集
の
第
一
話
「
耳

な
し
芳
一
の
話
」
だ
。
地
元
下
関
を
舞
台
に
し

た
古
い
物
語
な
の
に
、
英
語
か
ら
の
翻
訳
で
読

む
と
い
う
の
も
不
思
議
な
話
で
あ
る
。
こ
の
短

編
集
の
序
文
で
八
雲
自
身
が
書
い
て
い
る
と
お

り
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
話
は
、
八
雲
が
ゼ
ロ

か
ら
構
想
し
た
訳
で
は
な
く
、
日
本
の
古
い
怪

談
本
か
ら
取
材
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
八
雲

は
そ
う
し
た
書
物
を
単
に
翻
訳
し
た
訳
で
は
な

い
。
八
雲
の
妻
、
小
泉
節
子
が
書
い
た
「
思
い

出
の
記
」
に
は
、
彼
の
執
筆
の
様
子
が
詳
し
く

描
か
れ
て
い
る
。

　

八
雲
は
日
本
語
の
読
み
書
き
が
で
き
ず
、
こ

れ
ら
の
書
物
を
読
む
の
は
妻
で
あ
る
節
子
の
役

目
だ
っ
た
。
八
雲
は
節
子
か
ら
怪
談
話
を
口
述

し
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
際
、
節
子
が
本

を
見
な
が
ら
話
す
こ
と
を
嫌
っ
た
。
節
子
は
物

語
を
読
み
終
え
、
細
部
ま
で
記
憶
し
た
上
で
、

そ
れ
を
自
分
の
言
葉
で
口
述
し
た
。
八
雲
は
そ

れ
を
聞
い
て
、
自
分
な
り
に
物
語
を
ふ
く
ら
ま

せ
、
そ
れ
を
英
語
で
文
章
に
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　

節
子
は
、
淋
し
い
夜
に
、
ラ
ン
プ
の
芯
を
下

げ
て
薄
暗
く
し
た
部
屋
で
怪
談
話
を
し
た
。
八

雲
は
恐
く
て
た
ま
ら
な
い
様
子
で
そ
れ
を
聞
い

た
。
彼
ら
の
家
は
ま
る
で
化
け
物
屋
敷
の
よ
う

な
雰
囲
気
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
に
、
節

子
自
身
が
悪
夢
に
う
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

暫
く
作
業
を
中
断
し
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
は
、

骨
格
こ
そ
古
い
怪
談
話
だ
が
、
そ
の
文
章
は
八

雲
に
よ
る
創
作
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
語
に
翻

訳
す
る
際
に
、
各
時
代
の
訳
者
が
現
代
風
の
表

現
を
工
夫
し
て
き
た
た
め
古
び
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
た
め
、
今
で
も
多
く
の
人
々
に
愛
読

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
芳
一
の
よ
う
に
、
目
の
不
自
由
な
人
が

琵
琶
を
奏
で
る
ス
タ
イ
ル
を
、
盲も
う

僧そ
う

琵び

琶わ

と

い
っ
た
。
演
目
は
平
家
物
語
が
多
く
、
楽
器
の

琵
琶
も
無
骨
で
力
強
い
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
使

わ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
時
代
が
下
っ
て
明
治
時
代
に

な
る
と
、
北
部
九
州
を
中
心
に
、
筑
前
琵
琶
と

い
う
、
よ
り
優
美
な
楽
器
が
流
行
し
始
め
る
。

三
味
線
音
楽
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
間
奏
や
効

果
音
だ
け
で
な
く
、
歌
の
伴
奏
と
し
て
も
琵
琶

を
弾
く
ス
タ
イ
ル
で
、
主
に
女
性
の
習
い
事
と

し
て
普
及
し
た
。
宴
席
で
芸
者
が
演
奏
す
る
こ

と
も
あ
り
、
三
味
線
芸
者
ほ
ど
の
数
で
は
な
い

が
、
明
治
の
下
関
の
花
柳
界
に
も
琵
琶
芸
者
が

い
た
。
そ
の
ひ
と
り
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
二

人
目
の
琵
琶
奏
者
、
坂
田
キ
ク
で
あ
る
。

　

キ
ク
は
、
下
関
の
検
番
に
籍
を
置
く
琵
琶
芸

者
だ
っ
た
が
、
赤
間
神
宮
の
す
ぐ
お
隣
の
料

亭
、
春
帆
楼
（
地
図
③
）
で
開
か
れ
た
お
座
敷

で
、
あ
る
英
国
人
と
出
会
う
。
西に
し

南な

部べ

町
ち
ょ
う

に

あ
っ
た
瓜う

生
り
ゅ
う

商
会
の
総
支
配
人
、
ネ
ー
ル
・
ブ

ロ
デ
ィ
・
リ
ー
ド
で
あ
る
。
二
人
は
深
い
仲
と

な
り
、
一
八
九
八
年
に
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た

の
が
、
日
本
を
代
表
す
る
オ
ペ
ラ
歌
手
、
藤
原

義
江
だ
。
紅
石
山
の
菊
四
郎
の
墓
の
す
ぐ
そ
ば

岬之町だより
第6回「下関の三人の琵琶奏者」

日本銀行　下関支店長　岩下　直行

14



に
、
こ
の
藤
原
義
江
記
念
館
「
紅
葉
館
」
が
あ

る
の
も
、不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
だ
と
思
う（
地

図
④
）。

　

藤
原
義
江
の
数
奇
な
運
命
に
つ
い
て
は
、
古

川
薫
の
直
木
賞
受
賞
作
「
漂
泊
者
の
ア
リ
ア
」

に
よ
っ
て
世
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
下
関
で

義
江
を
生
ん
だ
キ
ク
は
、
リ
ー
ド
と
別
れ
、
幼

い
わ
が
子
を
連
れ
て
若
松
、
博
多
、
別
府
、
杵き

築つ
き

な
ど
九
州
各
地
を
、
琵
琶
芸
者
を
し
な
が
ら

渡
り
歩
い
た
。
義
江
は
五
歳
頃
か
ら
よ
そ
に
預

け
ら
れ
た
が
、
ど
こ
も
長
く
は
続
か
ず
、
こ
ち

ら
も
各
地
を
転
々
と
し
た
。

　

義
江
の
手
記
「
亡
き
母
、
遠
い
母
の
話
」
に

よ
れ
ば
、
十
歳
の
頃
、
義
江
は
大
阪
北
の
新
地

で
働
い
て
い
た
母
と
一
緒
に
生
活
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
母
子
二
人
は
、
北
の
新
地
の
検
番
近

く
、曽
根
崎
に
あ
る
小
さ
な
家
に
住
ん
で
い
た
。

キ
ク
は
毎
日
自
宅
で
筑
前
琵
琶
の
稽
古
を
し
て

お
り
、
義
江
は
そ
れ
を
聞
い
て
過
ご
し
た
。
演

目
は
「
明
智
左
馬
介
湖こ

水す
い

渡わ
た
り

」
で
、
義
江
は
そ

の
曲
が
気
に
入
り
、
す
っ
か
り
覚
え
て
し
ま
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
キ
ク
は
、
当
時
は
や
っ
て

い
た
映
画
「
白
虎
隊
」
の
伴
奏
の
た
め
に
、
映

画
館
で
も
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
。
義
江
に
よ
れ

ば
、
キ
ク
の
声
は
太
く
て
良
く
と
お
る
美
声
で

あ
っ
た
。
芸
者
と
し
て
も
、
色
は
浅
黒
い
が
鼻

筋
が
と
お
り
、
髪
が
自
慢
の
「
北
の
新
地
で
も

美
人
の
部
類
に
入
る
女
性
」
で
あ
っ
た
ら
し

い
。「
我
ら
の
テ
ナ
ー
」
と
そ
の
美
声
を
讃
え

ら
れ
た
義
江
は
、「
僕
の
声
は
、
琵
琶
を
か
き

鳴
ら
し
て
歌
っ
た
母
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
。

　

母
子
二
人
の
暮
ら
し
は
長
く
は
続
か
な
か
っ

た
。
一
九
〇
九
年
、
義
江
は
下
関
で
暮
ら
す
父

に
引
き
取
ら
れ
、
東
京
の
学
校
で
教
育
を
受
け

る
こ
と
と
な
っ
た
。
母
キ
ク
と
は
大
阪
で
別
れ

た
き
り
、
一
九
三
三
年
に
東
京
で
二
十
四
年
ぶ

り
に
再
会
す
る
ま
で
音
信
不
通
だ
っ
た
と
い

う
。
義
江
が
藤
原
歌
劇
団
を
立
ち
上
げ
て
、
日

本
で
初
め
て
本
格
的
に
オ
ペ
ラ
を
上
演
す
る
の

は
、
こ
の
再
会
の
翌
年
、
一
九
三
四
年
の
こ
と

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
キ
ク
は
下
関
の
ど
こ
で
義
江
を

生
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
下
関
中
央
図
書
館
長
の

安
冨
静
夫
氏
は
、
義
江
の
生
誕
地
に
つ
い
て
、

名
池
山
の
頂
上
に
あ
っ
た
宮
崎
儀
一
邸
（
地
図

⑤
）
で
あ
っ
た
と
考
証
し
て
い
る
。
そ
の
地
は

後
に
国
鉄
の
所
有
地
と
な
り
、
一
時
Ｊ
Ｒ
の
厚

生
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
更
地
に

な
っ
て
い
る
。
宮
崎
儀
一
は
、
西
之
端
町
（
現

在
の
田
中
町
）
に
商
館
を
構
え
て
い
た
石
炭
商

で
、
瓜
生
商
会
の
リ
ー
ド
が
キ
ク
を
懐
妊
さ
せ

た
と
聞
く
と
、
風
光
明
媚
な
地
に
建
つ
自
慢
の

洋
館
を
提
供
し
て
二
人
を
迎
え
入
れ
た
の
だ
と

い
う
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
最
後
の
琵
琶
奏
者
に
は
、

市
役
所
の
北
側
、
田
中
町
に
あ
る
田
中
絹
代
ぶ

ん
か
館
（
地
図
⑥
）
で
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
女
優
、
田
中
絹
代
そ
の
人
で
あ
る
。

　

絹
代
は
一
九
〇
九
年
、
下
関
市
丸
山
町
で
生

ま
れ
た
。
絹
代
は
幼
い
頃
か
ら
筑
前
琵
琶
を

習
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
上
手
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
早
く
に
父
を
亡
く
し
た
一
家
の

生
活
は
苦
し
か
っ
た
。
絹
代
は
王
江
小
学
校
に

入
学
し
た
が
、
経
済
的
困
窮
か
ら
満
足
に
通
学

も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
九
一
七
年
、
絹

代
一
家
は
下
関
を
離
れ
、
母
の
実
家
の
あ
る
大

阪
に
移
っ
た
。
絹
代
は
そ
こ
で
、
少
女
琵
琶
歌

劇
に
入
団
す
る
の
だ
。

　

時
は
大
正
時
代
。
明
治
ま
で
主
流
だ
っ
た
軍

隊
風
の
音
楽
隊
に
代
わ
り
、
少
年
少
女
が
演
奏

す
る
音
楽
隊
が
人
気
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
特
に
、
一
九
一
三
年
に
結
成
さ
れ
た
宝
塚

少
女
歌
劇
の
成
功
以
降
は
、
各
地
で
様
々
な
少

女
歌
劇
団
が
結
成
さ
れ
た
。
琵
琶
奏
者
の
宮
崎

錦
城
が
大
阪
楽
天
地
に
設
立
し
た
少
女
琵
琶
歌

劇
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
琵

琶
の
合
奏
と
舞
踏
を
組
み

合
わ
せ
た
和
風
の
歌
劇
で

あ
っ
た
。

　

絹
代
は
入
団
し
て
す
ぐ

に
頭
角
を
現
し
、
十
歳
で

主
役
の
座
を
射
止
め
た
と

い
う
。
田
中
絹
代
ぶ
ん
か

館
の
展
示
に
は
、
大
き
な

琵
琶
を
抱
え
た
小
柄
な
少

女
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
が
使

わ
れ
て
い
る
。
芸
能
人
と

し
て
の
絹
代
の
第
一
歩
だ
。

ち
な
み
に
、
同
館
の
二
階

に
は
、
藤
原
義
江
と
田
中

絹
代
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写

真
も
飾
っ
て
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
下
関
を

代
表
す
る
芸
能
人
が
、
琵

琶
と
い
う
古
い
楽
器
に
共

通
の
接
点
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
意
外

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ

は
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば

不
思
議
で
は
な
い
。
カ
ラ

オ
ケ
も
音
響
装
置
も
な
い

時
代
に
、
一
人
で
大
音
量

が
奏
で
ら
れ
、
伴
奏
に
も

効
果
音
に
も
使
え
る
琵
琶

は
、
重
宝
な
楽
器
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
下

関
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
古
典
的
な
芸
能
文
化

が
、
オ
ペ
ラ
や
映
画
と
い
っ
た
近
代
的
な
芸
術

の
苗
床
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
と
て
も
面
白
い

こ
と
だ
と
思
う
。
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