
は 

し 

が 

き

戊
辰
戦
争
は
備
中
松
山
（
高

）
に
と
っ
て
悲
惨
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
忘
れ
難
い
悪
夢
で
あ
る
。
藩
主
の
板
倉
勝
静
が
老
中
首
座
で

あ
っ
た
た
め
、
備
中
松
山
藩
は
朝
敵
と
見
な
さ
れ
征
討
軍
を
さ
し
向
け
ら
れ
た
。
藩
は
征
討
軍
に
恭
順
の
意
を
示
し
た
の
で
直
接
の
戦
火

は
免
れ
た
も
の
の
、
一
年
八
か
月
に
わ
た
っ
て
占
領
さ
れ
た
。
明
治
二
年
九
月
に
再
興
を
許
さ
れ
た
時
、
藩
の
石
高
は
五
万
石
か
ら
二
万

石
に
削
ら
れ
て
お
り
、
藩
名
は
松
山
か
ら
高
梁
に
変
え
ら
れ
て
い
た
。
会
津
や
長
岡
で
も
変
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
松
山
は
高
梁
へ
、
箱

館
は
凾
館
へ
と
変
え
ら
れ
た
。
全
領
民
は
屈
辱
に
ひ
た
す
ら
耐
え
忍
ん
だ
の
で
あ
る
。

戦
乱
期
の
藩
の
実
動
対
策
隊
の
リ
ー
ダ
ー
は
三
島
中
洲
で
あ
っ
た
が
、
監
督
は
や
は
り
山
田
方
谷
で
あ
っ
た
。
三
島
は
要
点
は
方
谷
に

相
談
し
結
果
を
報
告
し
た
。
方
谷
は
動
乱
の
た
だ
中
、
刻
々
と
状
況
が
変
化
し
、
重
大
事
件
が
突
発
す
る
事
態
を
瞬
時
に
判
断
し
て
対
処

し
た
。
三
島
中
洲
や
川
田
剛
等
は
こ
の
動
乱
の
な
か
で
、
山
田
方
谷
が
稲
妻
の
よ
う
に
閃ひ

ら

め
か
す
陽
明
学
の
真
髄
「
事
上
磨
練
」
を
瞬
時

に
身
に
つ
け
た
と
い
う
。

ま
ず
「
戉
辰
戦
争
に
は
何
の
義
も
な
い
争
い
で
あ
る
か
ら
、
犠
牲
を
払
っ
て
戦
う
必
要
は
な
い
。
何
よ
り
も
領
民
の
安
全
を
守
る
べ
き

だ
」
と
恭
順
を
主
張
し
、
皆
を
説
得
し
て
平
和
を
守
っ
た
。

と
こ
ろ
が
次
の
征
討
軍
と
の
交
渉
で
示
さ
れ
た
謝
罪
文
案
に
「
大
逆
無
道
」
と
あ
る
の
を
見
た
方
谷
は
一
転
、「
わ
が
板
倉
勝
静
侯
に

は
尊
皇
の
志
殊
の
外
厚
く
、
一
度
た
り
と
も
朝
廷
に
刃
を
向
け
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
四
文
字
は
自
ら
の
命
（
方
谷
は
遺
言
を
書
き
残
し

て
い
た
）
に
代
え
て
も
受
け
ら
れ
な
い
」
と
言
い
切
っ
た
。
方
谷
の
命
が
け
の
言
葉
を
伝
え
聞
い
た
征
討
軍
の
伊
木
若
狭
総
督
（
方
谷
を

尊
敬
し
て
い
た
）
は
「
軽
挙
暴
動
」
に
代
え
て
交
渉
を
終
結
さ
せ
た
。
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第
三
に
、
幕
府
の
老
中
首
座
と
武
士
の
誇
り
に
か
け
て
、
最
果
て
の
北
の
山
野
に
朽
ち
果
て
ん
と
思
い
つ
め
て
い
る
旧
藩
主
板
倉
勝
静

を
救
う
べ
く
奇
想
天
外
の
手
を
打
っ
た
。
す
な
わ
ち
プ
ロ
シ
ア
商
船
を
雇
い
、
勝
静
を
だ
ま
し
て
箱
館
か
ら
江
戸
へ
救
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
み
ら
れ
た
一
瞬
の
決
断
は
ま
さ
に
陽
明
学
の
真
髄
で
あ
り
「
事
上
磨
練
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

戉
辰
戦
争
が
お
さ
ま
っ
た
明
治
四
年
、
京
都
に
残
っ
て
い
た
会
津
藩
の
山
本
覚
馬
は
京
都
府
の
要
職
に
あ
っ
た
が
、
明
治
七
年
ア
メ
リ
カ

帰
り
の
新
島
襄
が
日
本
を
創
り
変
え
る
た
め
新
し
い
学
校
を
創
る
と
い
う
計
画
を
聞
く
と
心
か
ら
共
鳴
し
、
計
画
実
現
の
た
め
に
「
同
志

社
」
と
い
う
名
の
結
社
を
つ
く
り
、
自
分
が
所
持
し
て
い
た
六
千
坪
の
土
地
を
ず
い
分
格
安
に
提
供
す
る
と
い
う
熱
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
。

さ
て
新
島
襄
は
上
州
安
中
藩
の
江
戸
藩
邸
で
育
っ
た
が
、
安
中
藩
は
備
中
松
山
藩
と
は
先
祖
（
板
倉
家
）
を
同
じ
く
す
る
親
戚
藩
で

あ
っ
た
の
で
、
江
戸
で
は
双
方
の
藩
士
間
に
は
親
し
い
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
新
島
襄
と
弟
は
松
山
藩
士
の
川
田
剛
の
塾
に
通
っ
て
い
た
。

新
島
は
海
軍
で
身
を
立
て
よ
う
と
思
っ
て
築
地
の
軍
艦
操
練
所
に
入
所
し
て
訓
練
に
励
ん
で
い
た
が
残
念
な
こ
と
に
眼
病
に
か
か
っ

た
た
め
中
退
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
頃
、
松
山
藩
が
三
百
五
十
ト
ン
の
軍
艦
快
風
丸
を
購
入
し
た
の
で
、
江
戸
か
ら
玉
島
港
ま
で
初
航
海

を
す
る
に
当
た
っ
て
、
操
艦
の
経
験
が
あ
る
新
島
に
声
が
か
か
り
、
操
船
に
参
加
し
て
玉
島
に
到
り
、
松
山
城
に
ま
で
登
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
操
船
が
縁
で
新
島
の
視
界
は
ま
す
ま
す
海
外
に
広
が
り
、
日
本
脱
出
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
あ
る
時
、
再
び
江

戸
の
町
で
快
風
丸
の
船
員
と
会
っ
た
新
島
は
「
快
風
丸
が
近
く
箱
館
に
行
く
が
一
緒
に
行
か
ぬ
か
」
と
誘
わ
れ
、
狂
喜
し
た
新
島
は
「
是

非
つ
れ
て
行
っ
て
く
れ
」
と
頼
む
。
こ
う
し
て
新
島
は
語
学
習
得
の
た
め
箱
館
に
遊
学
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
乗
船
許
可
も
遊
学
許
可
も

松
山
藩
士
の
助
け
に
よ
っ
て
、
無
事
に
許
可
を
取
る
こ
と
が
出
来
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
新
島
は
箱
館
に
行
っ
て
語
学
の
習
得
に
か
か
り
、
や
が
て
日
本
脱
出
を
敢
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
誰
か
の
助
け
な

し
に
は
実
行
出
来
な
い
危
険
な
企
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
危
険
な
作
業
を
助
け
た
の
も
松
山
藩
士
の
船
員
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
新
島
は
松



山
藩
士
の
助
け
で
日
本
を
脱
出
し
て
ア
メ
リ
カ
に
行
け
た
の
で
あ
る
。

明
治
十
三
年
二
月
新
島
が
備
中
松
山
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
来
た
の
は
、
そ
の
時
の
お
礼
に
福
音
を
も
た
ら
す
た
め
で
あ
っ
た
。

本
書
は
平
成
二
十
四
年
七
月
十
五
日
、
岡
山
市
で
「
全
国
山
田
方
谷
学
会
」
主
催
の
講
演
会
で
筆
者
が
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
基
本
テ
ー
マ
は
「
方
谷
の
陽
明
学
」
と
「
方
谷
の
教
育
実
践
」
で
あ
る
。
第
二
章
で
取
り
扱
っ
た
方
谷
の
陽
明
学
に
つ
い
て
は
、

方
谷
が
明
治
六
年
か
ら
九
年
ま
で
閑
谷
学
校
で
行
っ
た
講
義
を
も
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
方
谷
の
朱
子
学
批
判
を
通
し
て
朱
子
と
王
陽

明
と
の
相
違
点
を
指
摘
し
た
あ
と
方
谷
独
自
の
境
地
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

方
谷
の
教
育
実
践
に
つ
い
て
は
第
五
章
で
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
岡
本
巍
、
島
村
久
、
谷
川
達
海
と
古
稀
の
老
儒
山
田
方
谷
と
の
魂
の

交
流
は
こ
の
世
に
実
現
し
た
愛
の
学
校
で
あ
り
、
終
焉
の
光
芒
で
あ
っ
た
。

次
に
こ
れ
ら
の
基
本
テ
ー
マ
に
加
え
て
三
つ
の
課
題
が
あ
る
。
そ
の
一
は
第
一
章
で
板
倉
勝
静
と
山
田
方
谷
の
人
間
関
係
の
形
成
と
発

展
を
と
り
あ
げ
た
。
君
臣
水
魚
の
交
わ
り
は
戉
辰
戦
争
に
よ
っ
て
断
絶
の
危
機
に
瀕
し
た
が
、
方
谷
の
奇
策
の
実
行
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
と

め
ら
れ
有
終
の
美
を
飾
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
の
二
の
課
題
は
第
三
章
に
陽
明
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
。
古
く
は
序
論
で
と
り
あ
げ
た
徳
川
幕
府
の
儒

官
、
林
羅
山
に
よ
っ
て
熊
沢
蕃
山
の
陽
明
学
を
キ
リ
シ
タ
ン
の
亜
流
と
断
じ
非
難
攻
撃
し
た
こ
と
、
次
に
幕
末
長
州
の
戦
略
家
、
高
杉
晋

作
が
長
崎
で
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
際
に
、
こ
れ
は
陽
明
学
だ
と
叫
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
に
入
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
伝
道
が
活
発
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
陽
明
学
徒
の
中
に
、
比
較
的
多
く
の
受
洗
者
が
輩
出
し
た
と
言
は
れ
て
い
る
こ
と
を
切
り
口

に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
知
性
（
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造
、
植
村
正
久
な
ど
）
が
陽
明
学
を
ど
う
評
価
し
た
か
を
究
明
し
た
。

三
つ
目
の
課
題
は
第
四
章
に
お
い
て
明
治
初
期
の
近
代
化
が
備
中
高

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
論
究
す
る
た
め
、
社
会
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を
四
つ
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
す
な
わ
ち
政
治
、
医
療
、
教
育
、
宗
教
の
側
面
に
分
け
て
検
証
し
た
。
備
中
高

の
近
代
化
の
特
徴
は
こ
れ

ら
四
つ
の
側
面
が
バ
ラ
バ
ラ
に
進
行
し
た
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
緊
密
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

高

の
近
代
化
を
推
進
し
た
人
物
に
は
、
な
か
な
か
の
役
者
が
揃
っ
て
い
て
目
の
醒
め
る
よ
う
な
演
技
を
見
せ
た
。
政
治
の
柴
原
宗

助
、
医
療
の
赤
木
蘇
平
、
教
育
の
福
西
志
計
子
、
宗
教
の
二
宮
邦
次
郎
な
ど
で
あ
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
に
は
彼
ら
は
す
べ
て
マ

ル
チ
・
タ
レ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
柴
原
は
政
治
結
社
「
開
口
社
」
を
作
り
、
県
会
議
員
を
務
め
た
が
、
同
時
に
高

病
院
を
設
立
し
、

順
正
女
学
校
の
初
代
校
長
を
務
め
、
さ
ら
に
安
息
日
学
校
の
校
長
と
な
り
、
高

教
会
が
創
立
さ
れ
る
と
ま
っ
先
に
洗
礼
を
受
け
た
。
こ

れ
ら
の
人
達
は
高

の
近
代
化
の
重
い
扉
を
開
け
た
偉
大
な
貢
献
者
で
あ
っ
た
。

こ
と
に
宗
教
の
分
野
で
は
因
縁
の
新
島
襄
が
も
た
ら
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
二
宮
、
赤
木
、
福
西
達
の
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
に
よ
っ

て
高

と
い
う
町
へ
着
実
に
浸
透
し
て
き
た
。
支
持
者
の
中
核
は
医
師
・
薬
剤
師
グ
ル
ー
プ
、
小
学
校
教
員
グ
ル
ー
プ
で
、
資
産
家
・
知

識
人
の
一
部
が
支
援
し
た
。
し
か
も
敵
役
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
島
原
・
天
草
の
乱
の
討
伐
軍
の
指
揮
官
す
な
わ
ち
幕
府
上
使
板
倉
重
昌

は
藩
主
板
倉
家
の
先
祖
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
と
も
と
備
中
松
山
藩
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
嫌
い
の
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

明
治
十
四
年
の
福
西
志
計
子
の
私
立
裁
縫
所
の
設
立
に
始
ま
り
、
十
七
年
の
夏
に
な
る
と
高

の
町
の
伝
統
的
価
値
の
保
持
者
の
我
慢

の
緒
が
つ
い
に
切
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
上
最
大
の
迫
害
が
燃
え
上
っ
た
。
迫
害
の
知
ら
せ
を
受
け
た
岡
山
県
令
高
崎
五
六
は
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
迫
害
は
国
際
問
題
に
な
る
か
ら
と
、
急
い
で
鎮
静
さ
せ
る
た
め
に
岡
山
市
か
ら
多
数
の
警
部
を
高

へ
急
派
し
た
と
い
う
。

漢
訳
聖
書
を
読
み
キ
リ
ス
ト
教
の
要
理
を
理
解
し
て
い
た
泉
下
の
山
田
方
谷
は
、
そ
の
ド
ラ
マ
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
近
代
社
会
が
し
っ
か
り
と
根
づ
く
た
め
に
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
十
字
架
─
─
尊
い
犠
牲
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

平
成
二
十
七
年
十
月

倉
田
和
四
生
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