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。
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は
じ
め
に

　

越
後
長
岡
（
新
潟
県
長
岡
市
）
で
は
、
幕
末
の
長
岡
藩
執
政
河
井 
継  
之  
助 
を
豪
儀
（
ゴ
ー
ギ
）
な
男
だ
と
い

つ
ぎ 
の 
す
け

う
。
郷
土
史
家
で
北
越
新
報
社
の
主
筆
を
し
て
い
た
今
泉 
鐸  
次  
郎 
が
「
ど
う
も
河
井
さ
ん
は 
豪 
す
ぎ
た
男
だ
」

た
く 
じ 
ろ
う 

え
ら

と
い
っ
て
い
る
。

　

ゴ
ー
ギ
と
は
、
長
岡
弁
で
度
量
の
大
き
い
人
物
を
い
う
の
だ
が
、
薩
長
の
勤
皇
志
士
よ
り
も
河
井
継
之
助
の

方
が
偉
か
っ
た
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
河
井
継
之
助
の
人
物
評
価
は
、
今
も
長
岡
の
町
を
二
分
し
て
い
る
。
町
を
焼
い
た
男
か
ら
、
薩

長
（
明
治
新
政
府
）
に
一
泡
ふ
か
せ
て
や
っ
た
男
ま
で
幅
が
広
い
。
だ
い
た
い
封
建
時
代
に
お
い
て
、
彼
の
発

想
は
奇
想
天
外
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
陽
明
学
が
加
わ
る
の
だ
か
ら
、
奇
行
に
は
こ
と
か
か
な
い
。
し
か

も
、
王
陽
明
の
「
物
情
の 
向  
背 
を
あ
き
ら
か
に
し
て
、
そ
の
機
を
握
り
、
陰
陽
の
消
長
を
察
し
て
、
そ
の
運
を

こ
う 
は
い

 
来 
ら
し
む
」
を
愛
誦
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
機
を
み
る
に
敏
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
先
見
性
を
持
っ
て
い
た

こと
い
う
の
だ
。
そ
の
先
見
性
が
あ
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
に
越
後
の
小
藩
に 
怒  
濤 
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
て
き
た
新
政

ど 
と
う

府
軍
に
立
ち
向
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
抵
抗
主
義
の
河
井
継
之
助
ら
し
く
正
義
を
貫
こ
う
と
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す
る
。

　

作
家
の
司
馬
遼
太
郎
は
「
彼
は
商
人
や
工
人
の
感
覚
で
長
岡
藩
を
再
生
し
た
が
、
最
後
は
武
士
で
あ
る
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
た
」
と
し
た
が
、
男
の
一
分
を
立
て
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
男
だ
っ
た
。
最
後
は
戦
傷
に
よ
っ

て
無
念
の
最
期
を
遂
げ
る
。
そ
ん
な
悲
劇
性
も
河
井
継
之
助
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
禄
高
百
二
十
石
の
家
柄
で
し
か
な
い
藩
士
が
、
幕
末
、
借
財
で
あ
え
ぐ
長
岡
藩
に
あ
っ
て
、
登
用

さ
れ
て
、
改
革
を
断
行
す
る
さ
ま
は
、
ま
さ
に
見
事
で
あ
る
。
そ
う
い
う
男
が
、
幕
末
の
長
岡
藩
に
彗
星
の
よ

う
に
現
れ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
事
情
が
長
岡
藩
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
河
井
継
之
助
の
よ
う
な
人
物
が
育

つ
土
壌
も
あ
っ
た
。

　

慶
応
年
間
、
河
井
継
之
助
の
指
導
で
藩
政
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。
そ
の
結
末
は
、
戊
辰
戦
争
の
勃
発
で
全
容

が
見
え
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
途
中
の
成
果
で
は
、
見
事
な
最
強
兵
団
を
創
り
あ
げ
た
こ
と
で
も
十
分
、

評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

河
井
継
之
助
が
修
業
中
の
久
敬
舎
時
代
に
、
鈴
木
虎
太
郎
と
い
う
少
年
に
語
っ
た
言
葉
が
残
っ
て
い
る
。

「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
棺
桶
の
中
へ
入
れ
ら
れ
て
、
上
か
ら 
蓋 
を
さ
れ
、
釘
を
打
た
れ
、
土
の
中
へ
埋
め
ら

ふ
た

れ
て
、 
夫 
か
ら
の
心
で
な
け
れ
ば
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
」
で
あ
る
。
事
を
成
そ
う
と
い
う
男
に
と
っ
て
、 
己 
の

そ
れ 

お
の
れ

死
後
、
自
ら
が
決
断
し
行
っ
た
業
績
を
、
他
の
者
が
ど
う
評
価
し
よ
う
が
構
わ
な
い
。
大
切
な
の
は
己
の
信
ず

る
良
心
の
ま
ま
、
正
し
い
こ
と
を
断
固
行
う
の
み
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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時
代
の
流
れ
を
読
む
人
物
は
数
多
く
い
る
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
に
逆
っ
て
ま
で
、
己
の
信
念
を
貫
こ
う

と
す
る
人
物
は
、
稀
有
で
あ
る
。
ま
し
て
、
時
代
の
先
を
読
ん
で
い
た
河
井
継
之
助
の
洞
察
力
が
、
敢
え
て
反

抗
す
る
人
物
に
徹
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
今
泉
鐸
次
郎
著
の
『
河
井
継
之
助
傳
』
に
依
拠
し
て
い
る
。
今
泉
鐸
次
郎
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八

九
三
）
に
、
当
時
勤
め
て
い
た
東
北
日
報
に
「
河
井
継
之
助
傳
」
の
項
を
起
こ
し
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

に
目
黒
書
店
刊
『
河
井
継
之
助
傳
』
の
最
終
発
刊
に
よ
っ
て
、
河
井
継
之
助
の
生
涯
を
網
羅
し
た
。
今
泉
自
身
、

長
岡
藩
士
の
血
を
引
く
士
族
で
あ
っ
た
か
ら
、
幕
末
の
英
傑
河
井
継
之
助
の
真
実
を
伝
え
た
か
っ
た
。
ま
た
、

改
進
党
員
で
も
あ
っ
た
今
泉
鐸
次
郎
に
と
っ
て
、
河
井
継
之
助
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
思
考
は
魅
力
的
で
あ
っ

た
。

　

幕
末
の
長
岡
藩
は
富
国
強
兵
策
を
推
進
し
た
が
、
そ
の
根
源
に
民
衆
の
た
め
に
国
家
（
藩
）
が
何
を 
為 
す
べ

な

き
か
と
命
題
を
掲
げ
て
改
革
を
行
っ
た
。
河
井
継
之
助
は
そ
の
改
革
運
動
の
中
心
に
い
た
。

　

作
家
司
馬
遼
太
郎
は
、
三
百
諸
侯
の
幕
末
の
家
臣
の
な
か
で
、
長
岡
藩
家
老
の
河
井
継
之
助
を
採
り
あ
げ
、

歴
史
小
説
『
峠
』
を
執
筆
し
た
。
作
家
の
眼
が
、
ど
う
河
井
継
之
助
の
人
物
像
を
捉
え
た
か
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
品
に
な
っ
た
こ
と
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
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河
井
継
之
助
（
一
八
二
七
―
一
八
六
八
）
の
肖
像
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第
一
章　
 
蒼  
龍  
窟 
の
誕
生

そ
う 
り
ゅ
う 
く
つ

元
旦
に
誕
生

　

河
井 
継  
之  
助 
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
一
月
一
日
、
長
岡
城
下
の
長
岡
藩

つ
ぎ 
の 
す
け

士
河
井 
代  
右  
衛  
門 
と 
貞 
の
長
男
に
生
ま
れ
て
い
る
。
最
初
の
幼
名
が
ど
う
で

だ
い 

う 

え 

も
ん 

て
い

あ
っ
た
か
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
河
井
代
右
衛
門
家
の
嗣
子
で
あ
る
継
之
助

を
通
称
と
し
た
。

　

元
旦
（
旧
暦
）
の
寅
の
刻
に
生
ま
れ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
今
泉

省
三
の
『
忘
却
の
残
塁
』
で
は
正
午
だ
と
い
う
説
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
寅

の
刻
は
七
ツ
ど
き
、
い
ま
で
い
う
午
前
四
時
ご
ろ
で
あ
る
か
ら
、
も
う
少
し
で

暁
が
み
ら
れ
よ
う
と
い
う
薄
暗
さ
の
な
か
で
誕
生
し
た
。

　

そ
の 
産  
声 
は
時
代
の
夜
明
け
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
の
ち

う
ぶ 
ご
え

の
長
岡
藩
の
改
革
を
み
て
も
ら
え
ば
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

元
旦
は
長
岡
藩
士
が
総
登
城
を
す
る
。
午
前
八
時
に 
太  
鼓  
櫓 
か
ら
、
城
下
に

た
い 
こ 
や
ぐ
ら

9　蒼龍窟の誕生

　

蒼
龍
窟

蒼
龍
窟
は
河
井
継
之
助
が
自
ら
付
け
た
号
名
で

あ
る
。
自
邸
に
二
本
の
松
樹
が
あ
り
、
そ
の
さ

ま
が
天
に
昇
る
蒼
龍
の
よ
う
だ
と
付
し
た
と
も

あ
る
。
ま
た
、
禅
に
精
通
し
て
い
た
継
之
助
が

碧
厳
録
か
ら
と
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
伏
竜
は
必
ず
天
へ
昇
る
例
え
が
あ
る
。
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殷  
 々
と
太
鼓
の
音
が
鳴
ら
さ
れ
る
。

い
ん 
い
ん

　

文
政
十
年
の
元
旦
は
、
穏
や
か
な
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
城
下

の
積
雪
は
五
尺
（
一
メ
ー
ト
ル
六
十
セ
ン
チ
）
近
く
あ
っ
た
。
藩
士
は
、
長
柄

組
が
、
除
雪
し
て
く
れ
た
雪
道
を
、
裸
足
に 
雪  
駄 
ば
き
で
登
城
す
る
。
厳
寒
の

せ
っ 
た

な
か 
裃 
姿
で
、
細
雪
を
さ
け
る
た
め
に 
唐  
傘 
を
さ
し
て
い
る
武
士
も
い
る
。

か
み
し
も 

か
ら 
か
さ

　

父
の
河
井
代
右
衛
門
は
家
督
を
相
続
し
、 
厩 
詰
で
あ
っ
た
か
ら
当
然
、
元
旦

う
ま
や

に
は
登
城
し
て
い
る
。
継
之
助
が
寅
の
刻
、
生
ま
れ
で
あ
れ
ば
、
長
子
誕
生
の

喜
び
を
胸
に
登
城
し
て
い
る
。

　

実
は
代
右
衛
門
に
は
す
で
に
三
人
の
娘
が
い
た
。
長
女
い
く
は
、
先
妻
と
の

間
の
娘
。
先
妻
の 
豊 
は
い
く
を
産
む
と
す
ぐ
に
没
し
て
い
る
。
後
妻
の
貞
と
の

と
よ

間
に
す
で
に
ふ
さ
、
千
代
子
の
二
女
が
い
た
。
河
井
家
の
四
人
目
の
子
に
よ
う

や
く
男
子
が
授
か
っ
た
の
で
あ
る
。
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
登
城
し
、
大
広
間
に
て
、
藩
主
の
前
で
お
流
れ
を 
頂  
戴 
す
る
。
た
っ
た
一

ち
ょ
う 
だ
い

杯
の
酒
で
あ
る
が
、
家
臣
は
そ
こ
で
忠
誠
を
誓
う
の
で
あ
る
。

　

越
後
長
岡
藩
七
万
四
千
余
石
の
譜
代
大
名
。
三
河
国
牛
久
保
（
愛
知
県
豊
川

市
牛
久
保
町
）
出
身
の
牧
野
氏
の
城
下
町
。
知
行
・
扶
持
ど
り
の
侍
が
約
六
百

10

河
井
継
之
助
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
の
「
文

政
年
中
・
長
岡
城
下
図
」
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