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（
上
）

　
島
原
の
乱
に
就
て
、
幕
府
方
の
文
献
は
か
な
り
多
く
残
つ
て
ゐ
る
。
島
原

藩
士
北
川
重
喜
の
「
原
城
紀
事
」
は
最
も
有
名
で
あ
り
、
こ
の
外
に
城
攻
め

の
上
使
松
平 

伊 

豆 
守 

い
ず
の
か
み

の
子  

甲
斐
守
輝
綱  

か
い
の
か
み
て
る
つ
な
の
「
島
原
天
草
日
記
」
を
始
め

諸
藩
に
記
録
が
残
つ
て
ゐ
る
が
、
い
づ
れ
も
城
攻
め
の
側
の
記
録
で
あ
つ
て
、

一
揆
側
の
記
録
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。

　
尤
も
、
一
揆
三
万
七
千
余
人
す
べ
て
が
殺
さ
れ
て
、
有
馬
、
有
家
、
口
之

津
、
加
津
佐
、
堂
崎
、
布
津
等
の
村
々
は
住
民
全
滅
、
現
在
の
村
民
は
そ
の

後
の
移
住
者
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
一
揆
側
の
記
録
と
い
ふ
も
の
が
有
り
得
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な
い
道
理
で
あ
る
が
、
裏
切
つ
て
命
拾
ひ
し
た
一
揆
側
の
将
山
田
右
衛
門
作

や
脱
走
の
落
武
者
も
い
く
ら
か
有
つ
て
、
現
に
右
衛
門
作
の
描
い
た
宗
教
画

は
残
つ
て
ゐ
る
程
だ
か
ら
、
あ
な
が
ち
記
録
が
な
い
と
も
言
ひ
切
れ
ま
い
。

　
籠
城
兵
士
の
筆
で
は
な
く
と
も
、
一
揆
に
同
情
し
な
が
ら
加
担
し
な
か
つ

た
村
民
や 

切 

支 
丹 

キ
リ
シ
タ
ン

の
遺
し
た
記
録
は
な
い
か
。

　
一
揆
の
当
時
大
村
の
牢
舎
に
縛
ら
れ
て
ゐ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
デ
ュ
ア

ル
テ
・
コ
レ
ア
の
記
録
は
パ
ジ
ェ
ス
も
引
用
し
て
甚
だ
著
名
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
恐
ら
く
唯
一
の
切
支
丹
側
の
記
録
で
あ
る
が
、
切
支
丹
側
唯
一
の

記
録
と
は
言
ひ
な
が
ら
、
今
日
学
者
が
こ
の
記
録
を
最
も
価
値
あ
る
資
料
の

や
う
に
見
て
ゐ
る
の
は
、
果
し
て
当
を
得
て
ゐ
る
か
。
か
な
り
に
疑
問
が
あ
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る
と
思
ふ
。

　
第
一
コ
レ
ア
は
自
分
の
目
で
見
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
揆
の
時
は
大
村
の

牢
舎
に
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
話
を
書
き
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と

だ
け
で
も
割
引
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
僕
は
今
度
「
島
原
の
乱
」
を
書
く
こ
と
に
な
つ
て
、
一
揆
側
の
記
録
が
ひ

と
つ
ぐ
ら
ゐ
は
な
い
も
の
か
と
い
ふ
儚
い
希
望
を
も
ち
な
が
ら
、
長
崎
や
島

原
半
島
や
天
草
を
歩
き
廻
つ
た
。

　
さ
う
し
て
、
長
崎
図
書
館
で
、
や
ゝ
そ
れ
ら
し
い
写
本
を
一
種
読
む
こ
と

が
で
き
た
。

　
こ
の
図
書
館
の
自
慢
の
蔵
本
に
「
金
花
傾
嵐
抄
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
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ど
う
も
一
揆
側
か
ら
出
た
ら
し
い
内
容
の
も
の
だ
と
い
ふ
話
で
あ
り
、
籠
城

軍
の
兵
糧
欠
乏
が 

細  

々 

こ
ま
ご
ま

と
描
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
話
な
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
卒
読
し
た
と
こ
ろ
甚
だ
し
く
俗
書
で
あ
つ
て
、
到
底
資
料
と
は

成
り
が
た
い
も
の
で
あ
つ
た
。
呉
喜
大
臣
云
々
と
い
ふ
書
出
し
か
ら
し
て
、

こ
れ
は
い
は
ゆ
る
講
談
本
と
同
種
で
あ
り
、
恰
度
僕
が
長
崎
へ
出
発
の
数
日

前
大
井
広
介
氏
が
送
つ
て
く
れ
た
「
天
草
騒
動
」
と
い
ふ
本
、
こ
れ
は
早
稲

田
出
版
部
の
「
近
世
実
録
全
書
」
と
い
ふ
中
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
だ
が
、

題
は
違
ふ
が
内
容
は
同
一
物
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
尤
も
僕
は
「
金
花
傾
嵐

抄
」
を
甚
だ
簡
単
に
拾
ひ
読
み
し
た
ゞ
け
で
、
照
し
合
せ
た
わ
け
で
は
な
い

か
ら
、
正
確
に
同
一
物
だ
と
は
言
へ
な
い
が
、
多
分
同
一
物
だ
ら
う
と
思
つ

た
。
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こ
れ
に
よ
る
と
一
揆
鎮
定
の
主
役
で
あ
り
花
形
の
松
平
伊
豆
守
が
作
戦
下

手
の
愚
劣
な
風
に
書
か
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
あ
た
り
目
先
が
変
つ
て
ゐ
る
け
れ

ど
も
、
結
局
講
談
本
で
し
か
な
く
、
一
揆
側
か
ら
出
た
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ

想
像
は
、
ち
と
、
う
が
ち
す
ぎ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

　
僕
が
一
種
み
つ
け
た
と
い
ふ
、
や
ゝ
そ
れ
ら
し
い
記
録
と
い
ふ
の
は
、
こ

の
本
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
（
中
）

　
そ
の
本
は
、
「
高
来
郡
一
揆
之
記
」
と
い
ふ
。
上
中
下
を
一
冊
に
ま
と
め
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た
写
本
で
あ
る
。
尤
も
同
じ
図
書
館
に
「
南
高
来
郡
一
揆
之
記
」
と
い
つ
て

南
の
一
字
加
は
つ
た
写
本
も
あ
り
、
之
は
上
中
下
三
冊
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、

内
容
は
同
じ
物
で
、
前
者
の
方
が
誤
写
や
脱
字
が
尠
す
く
ない
や
う
に
思
は
れ
た
。

　
こ
の
本
の
筆
者
は
判
ら
な
い
。
日
附
も
な
い
。
本
文
以
外
に
、
一
字
の
奥

書
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
僕
は
始
め
、
山
田
右
衛
門
作
が
ひ
そ
か
に
遺
し
た
記
録
で
は
あ
る
ま
い
か

と
、
夢
の
や
う
な
こ
と
を
考
へ
た
程
で
あ
つ
た
。

　
と
に
か
く
、
然
し
、
こ
の
本
は
一
揆
に
関
係
深
く
同
時
に
教
養
あ
る
人
の

手
に
な
る
も
の
に
相
違
な
い
節
々
が
あ
る
。

　
元
来
日
本
人
の
記
録
は
、
日
時
と
か
場
所
が
曖
昧
で
記
述
に
具
体
性
が
乏

し
く
、
そ
の
点
日
本
人
に
は
珍
し
い
写
実
的
な
記
録
を
残
し
て
ゐ
る
新
井
白
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石
の
如
き
人
で
す
ら
、
彼
の
「
西
洋
紀
聞
」
を
一
読
し
て
直
に
ヨ
ワ
ン
・
シ

ロ
ー
テ
の
死
ん
だ
年
号
を
判
ず
る
こ
と
は
難
し
い
。
シ
ロ
ー
テ
と
長
助
は
、

長
助
が
自
首
し
た
年
の
翌
年
に
死
ん
だ
の
だ
が
、
「
西
洋
紀
聞
」
の
記
事
は

自
首
の
年
に
死
ん
だ
や
う
に
と
ら
れ
易
い
曖
昧
な
書
方
で
あ
る
。
姉
崎
博
士

が
シ
ロ
ー
テ
死
亡
の
年
号
を
一
年
早
く
書
か
れ
て
ゐ
る
の
も
「
西
洋
紀
聞
」

の
あ
の
文
章
で
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
頷
か
れ
る
。

　
こ
の
点
「
高
来
郡
一
揆
之
記
」
は
凡
そ
異
例
の
精
密
さ
を
持
ち
、
僕
が
山

田
右
衛
門
作
の
遺
著
か
と
夢
の
や
う
な
こ
と
ま
で
考
へ
た
と
い
ふ
の
も
、
尠

く
と
も
パ
ア
デ
レ
に
就
て
西
洋
の
学
問
を
学
ん
だ
こ
と
の
あ
る
切
支
丹
の
筆

か
と
も
思
は
せ
る
だ
け
の
甚
し
く
具
体
性
に
富
む
記
述
の
せ
ゐ
に
外
な
ら
な
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か
つ
た
。

　
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
一
揆
の
発
端
は
有
馬
村
の
村
民
が
切
支
丹
の
絵
を
祀

つ
て
拝
ん
で
ゐ
る
所
へ
役
人
が
踏
み
こ
ん
だ
の
で
、
信
者
が
怒
つ
て
代
官
を

殺
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
い
き
さ
つ
が
「
高
来
郡
一
揆
之
記
」
に

よ
る
と
詳
細
を
極
め
、
有
馬
村
の
角
蔵
三
吉
と
い
ふ
両
名
の
者
が
殉
教
し
た

父
親
の
首
と
切
支
丹
の
絵
を
飾
り
村
民
を
集
め
て
拝
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
事
を

十
月
廿
日
に
至
つ
て
松
倉
藩
の
目
付
、
白
石
市
郎
右
衛
門
が
嗅
ぎ
つ
け
、
翌

廿
一
日
代
官
本
間
九
郎
右
衛
門
と
林
兵
左
衛
門
を
有
馬
村
へ
遣
は
し
、
又
諸

村
の
代
官
を
残
ら
ず
支
配
の
村
へ
配
置
、
廿
四
日
の
晩
景
に
至
つ
て
松
田
兵

右
衛
門
と
い
ふ
物
頭
が
兵
八
名
足
軽
廿
人
引
き
つ
れ
て
二
艘
の
船
で
出
発
、

10島原一揆異聞



亥い
の
刻こく
に
有
馬
浦
へ
上
陸
、
角
蔵
三
吉
其
他
男
女
十
六
名
を
摘
め
取
り
島
原

へ
連
行
し
た
が
、
北
岡
と
い
ふ
所
で
こ
の
者
共
を
船
に
積
込
ん
で
ゐ
る
と
、

信
者
二
百
余
名
が
跡
を
追
ふ
て
暇
乞
ひ
に
や
つ
て
来
た
。

　
御
法
度
に
も
拘
ら
ず
重
ね
〳
〵
不
届
き
な
次
第
と
い
ふ
の
で
下
知
し
て
暇

乞
の
連
中
を  
打    
擲  

ち
ょ
う
ち
ゃ
く
さ
せ
た
が
、
打
た
れ
る
と
却
つ
て
悦
ぶ
始
末
で
手
が

つ
け
ら
れ
な
い
。

　
漸
く
十
六
名
の
者
を
島
原
へ
連
行
し
て
、
暫
く
牢
舎
の
後
斬
首
し
た
。
そ

の
後
、
こ
の
事
件
の
跡
見
分
と
し
て
甲
斐
野
半
之
助
と
い
ふ
者
が
一
名
の
代

官
と
共
に
有
家
村
東
川
へ
つ
き
庄
屋 
源 
之 

丞 
げ
ん
の
じ
ょ
う
を
案
内
に
立
て
ゝ
北
有
馬
へ

船
を
寄
せ
る
と
、
突
然
村
民
が
鉄
砲
と
礫
を
打
ち
か
け
て
来
て
負
傷
し
、
辛

く
も
遁
げ
帰
つ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
深
江
村
の
佐
治
木
佐
右
衛
門
と
い
ふ
者
が
尚
も
藁
屋
に
切
支

丹
の
絵
を
祀
り
村
民
を
集
め
て
拝
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
、
代
官
林
兵
左
衛

門
が
踏
込
み
、
絵
を
火
に
く
べ
て
立
去
る
と
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
へ
天
草
と
加

津
佐
か
ら
四
五
十
人
の
者
が
参
拝
に
来
て
こ
の
こ
と
を
聞
き
、
代
官
の
あ
と

を
追
つ
か
け
て
、
遂
に
林
兵
左
衛
門
を
殺
し
た
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
下
）

　
以
上
が
一
揆
の
発
端
で
あ
る
が
、
之
を
き
つ
か
け
に
し
て
諸
村
に
暴
徒
が

蜂
起
し
た
。
各
地
に
代
官
を
追
ひ
廻
し
、
生
捕
つ
て 

責  

殺 
せ
め
こ
ろ

し
、
一
揆
に
与
く
み
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せ
ぬ
者
の
家
に
放
火
し
、
仏
寺
を
破
り
、
や
が
て
合
流
し
て
島
原
城
へ
押
寄

せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
録
の
う
ち
で
最
も
生
々
し
く
活
写
さ
れ
て
ゐ
る

の
は
こ
の
部
分
で
、
各
山
野
に
叫
喚
を
あ
げ
て
代
官
を
追
ひ
廻
す
有
様
は
手

に
と
る
や
う
で
あ
る
。

　
こ
の
生
々
し
い
記
述
か
ら
判
じ
て
、
こ
の
筆
者
は
原
城
籠
城
は
と
に
か
く
、

尠
く
と
も
一
揆
の
当
初
は
動
乱
に
つ
い
て
共
に
走
つ
て
ゐ
た
一
人
で
は
な
い

か
と
い
ふ
想
像
が
不
可
能
で
は
な
い
。

　
一
揆
の
一
味
で
は
な
い
に
し
て
も
、
と
に
か
く
一
揆
の
村
の
住
民
の
一
人

か
と
も
思
は
れ
、
そ
れ
も
天
草
の
住
民
で
は
な
く
、
島
原
半
島
の
住
民
で
あ

ら
う
と
い
ふ
想
像
が
し
て
み
た
い
。
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と
い
ふ
の
は
、
話
が
天
草
の
こ
と
に
な
る
と
記
述
が
余
程
曖
昧
に
な
る
か

ら
で
、
又
、
原
城
包
囲
の
記
述
で
は
詳
細
精
密
で
あ
り
な
が
ら
「
原
城
紀
事
」

や
「
天
草
日
記
」
に
あ
る
攻
城
軍
と
籠
城
軍
の
取
交
し
た
種
々
の
通
信
な
ど

の
正
確
な
記
事
を
欠
い
て
ゐ
る
。
之
に
反
し
て
、
一
揆
の
秘
密
の
廻
文
な
ど

他
本
に
な
い
記
録
を
載
せ
て
ゐ
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
一
揆
側
の
事
情
に
多

く
通
じ
た
人
の
記
述
と
し
か
思
は
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
記
録
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
一
揆
に
は
二
つ
の
異
な
つ
た
徒
党
が

あ
つ
た
こ
と
を
明
あ
き
ら
かに
し
て
ゐ
る
点
で
一
つ
は
天
草
四
郎
を
天
人
に
担
ぎ
あ
げ

て
切
支
丹
を
道
具
に
事
を
起
さ
う
と
い
ふ
浪
人
共
の
陰
謀
、
こ
れ
は
主
と
し

て
天
草
に
根
を
張
り
、
島
原
方
面
へ
も
働
き
か
け
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
然
し

島
原
の
一
揆
は
こ
の
陰
謀
と
は
無
関
係
に
、
農
民
に
よ
つ
て
爆
発
し
た
。
爆
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発
し
て
後
、
農
民
だ
け
で
は
収
ま
り
が
つ
か
な
く
な
つ
て
、
天
草
へ
使
者
を

送
り
、
四
郎
一
派
に
助
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
、
南
高
来
郡
の
諸
村
に
蜂
起
し
た
農
民
は
合
流
し
て
島
原
城
を
攻
撃

し
た
が
戦
果
な
く
、
い
つ
た
ん
有
馬
へ
退
い
て
評
議
し
た
。

　
そ
の
時
、
有
馬
の
庄
屋
半
左
衛
門
と
い
ふ
者
が
、
い
つ
た
ん
異
国
へ
逃
れ
、

時
節
を
見
て
日
本
へ
帰
り
た
い
と
提
議
す
る
と
、
口
之
津
の
長
左
衛
門
と
い

ふ
者
が
之
に
答
へ
て
「
ひ
と
た
び
異
国
へ
渡
り
て
は
人
生
五
十
年
歳
月
人
を

待
た
ず
生
き
て
再
び
日
本
を
見
る
こ
と
期
す
べ
か
ら
ず
」
　
　
一
揆
を
起
し

は
し
た
も
の
ゝ
、
よ
る
べ
な
い
彼
等
の
心
事
思
ひ
や
ら
れ
る
言
を
洩
ら
し
て
、

近
頃
大
矢
野
四
郎
太
夫
は
天
使
だ
と
い
ふ
噂
が
あ
る
か
ら
、
あ
の
人
に
使
者

15



を
立
て
、
大
将
に
頼
み
、
一
揆
を
起
さ
う
で
は
な
い
か
と
言
ひ
だ
し
た
。

　
そ
の
時
四
郎
は
大
矢
野
宮
津
と
い
ふ
所
を
徘
徊
し
、
七
百
人
程
の
信
者
を

集
め
て
、
切
支
丹
の
教
を
説
い
て
ゐ
た
が
、
そ
こ
へ
使
者
が
で
か
け
て
行
つ

た
。

　
す
る
と
四
郎
の
答
へ
る
に
は
、
一
揆
の
人
す
べ
て
が
切
支
丹
に
な
る
と
い

ふ
誓
状
を
添
へ
て
く
る
な
ら
頼
み
に
応
じ
よ
う
と
言
ふ
の
で
、
い
つ
た
ん
使

者
は
立
帰
り
、
誓
状
を
つ
く
つ
て
出
直
し
て
来
て
、
四
郎
を
大
将
に
い
た
ゞ

く
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
か
う
し
て
一
揆
は
四
郎
の
指
揮
に
従
ひ
十
二
月
一
日
原
の
廃
城
に
小
屋
が

け
て
籠
城
と
き
ま
つ
た
の
だ
が
、
原
城
包
囲
の
記
述
も
亦
精
密
で
あ
る
と
は
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い
へ
、
こ
の
記
録
の
長
所
は
そ
れ
で
は
な
い
。

　
と
ま
れ
、
一
揆
側
か
ら
出
た
記
録
で
は
な
い
に
し
て
も
、
多
分
、
一
揆
の

村
の
住
民
の
手
に
な
つ
た
記
録
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
僕
は
長
崎
図
書
館
へ

通
ひ
、
僕
の
外
に
は
一
人
の
閲
覧
者
も
ゐ
な
い
特
別
室
で
毎
日
こ
の
本
を
写

し
な
が
ら
い
つ
と
な
く
、
さ
う
思
ひ
込
む
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
坂
口
安
吾
全
集
　03

」
筑
摩
書
房

　
　
　1999
（
平
成11

）
年3

月20

日
初
版
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
都
新
聞
　
一
九
二
五
八
〜
一
九
二
六
〇
号
」

　
　
　1941

（
昭
和16
）
年6

月5

〜7

日

初
出
：
「
都
新
聞
　
一
九
二
五
八
〜
一
九
二
六
〇
号
」

　
　
　1941

（
昭
和16

）
年6
月5
〜7

日

※
新
仮
名
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
ル
ビ
の
拗
音
、
促
音
は
、
小
書
き
し
ま
し
た
。

入
力
：tatsuki

校
正
：noriko saito
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2008

年9

月16

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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